
中
島
敦

「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
ヲム
肩岡

は
じ
め
に

「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
中
島
の
未
発
表
の
作
品
で
あ
り
、
執
筆
時
期
も
昭
和
八

年
頃
と
し
か
分
か
ら
な
い
。
文
学
的
完
成
度
は
高
く
な
く

(
1
)
、
「
過
去
帳
」
(
昭

和
十
一
年
頃
執
筆
)
系
統
の
試
作
の
一
つ
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
内
容
は
、
作
者
の

面
影
を
持
つ
主
人
公
三
造
が
、
か
つ
て
通
学
し
て
い
た
京
城
(
今
の
ソ
ウ
ル
)
の

中
学
校
の
プ

l
ル
で
、
過
去
の
回
想
を
自
己
の
〈
性
V

と
絡
め
て
語
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

中
島
は
、
昭
和
七
年
の
夏
に
満
州
や
北
中
国
を
旅
行
し
て
お
り
、
そ
の
帰
途
京

城
に
立
ち
寄
り
、
数
日
間
友
人
宅
な
ど
に
滞
在
し
て
い
る
。
そ
の
体
験
が
作
品
に

反
映
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
作
品
と
前
後
の
諸
作
品
と
の
関
連
を
概
観
す
る
な
ら
ば
、
「
プ
ウ
ル
の
傍

で
」
は
、
初
期
の
習
作
群
と
「
虎
狩
」
(
昭
和
九
年
三
月
頃
執
筆
)
や
「
北
方
行
」

(
昭
和
八

S
十
年
頃
執
筆
)
・
「
過
去
帳
」
と
を
結
ぶ
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
を
舞
台

と
し
て
の
過
去
の
回
想
と
い
う
点
で
、
「
虎
狩
」
と
近
い
関
係
に
あ
る

(
2
)
し、

回
想
と
い
う
性
格
で
、
「
斗
南
先
生
」
(
大
部
分
は
昭
和
八
年
九
月
頃
ま
で
に
執
筆
)

や
「
過
去
帳
」
な
ど
と
も
速
な
る
し
、
異
境
の
地
が
作
品
の
舞
台
で
あ
る
と
い
う

点
で
「
北
方
行
」
と
も
縁
が
あ
る
。

藤

ネナ

5孟

昭
和
八
年
頃
の
中
島
と
言
え
ば
、
三
月
に
大
学
を
卒
業
し
、
四
月
に
横
浜
の
女

学
校
に
勤
め
、
同
月
末
に
は
長
男
が
生
ま
れ
、
生
活
も
安
定
し
始
め
た
頃
で
あ
る
。

た
だ
、
彼
は
妻
子
と
同
居
せ
ず
、
な
ぜ
か
一
人
暮
ら
し
を
数
年
間
送
る
。
そ
こ
に

は
、
屈
折
し
た
心
情
が
あ
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
も
あ
っ
て
か
、
「
過

去
帳
」
に
あ
っ
た
色
濃
い
人
生
や
青
春
の
喪
失
感
や
不
充
足
感
が
、
こ
の
作
品
に

も
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
の
習
作
の
作
品
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か

r

、υ句。

っ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
習
作
「
あ
る
生
活
」
(
昭
和
三
年
十
一
月
)
や
「
蕨

・
竹
・
老
人
」
(
昭
和
四
年
六
月
)
に
は
、
主
人
公
た
ち
の
憂
欝
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
想
像
の
気
味
が
あ
り
、
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
切

実
な
喪
失
感
と
は
違
う
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
虎
狩
」
や
習
作
の
「
巡

査
の
居
る
風
景
」
(
昭
和
四
年
十
一
月
)
・
「
D
市
七
月
叙
景
」
(
昭
和
五
年
一
月
)

の
よ
う
に
、
社
会
の
問
題
を
描
き
時
代
批
判
を
す
る
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
、
「
下

回
の
女
」
(
昭
和
二
年
十
一
月
)
や
「
あ
る
生
活
」
で
試
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
想

像
の
中
で
の
恋
愛
と
い
う
傾
向
が
あ
る
が
、
男
女
聞
の
ド
ラ
マ
を
主
と
し
て
造
形

す
る
の
で
も
な
い
。
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
主
人
公
の
過
去
の
様
々
な
、
彼
に
と

っ
て
は
切
実
な
出
来
事
を
通
じ
て
、
朝
鮮
と
い
う
異
境
の
地
(
だ
が
、
中
島
に
は

少
年
時
代
を
過
ご
し
た
か
つ
て
の
故
郷
)
で
自
己
分
析
や
批
判
を
す
る
も
の
で
あ

る。
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ま
た
、
作
中
の
登
場
人
物
の
幾
人
か
に
モ
デ
ル
が
推
測
で
き
、
作
中
の
三
造
の

身
辺
の
出
来
事
は
、
作
者
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

(
3
)
。
特

に
近
親
者
の
描
写
が
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
描
写
が
「
斗
南
先
生
」
の
よ

う
に
、
批
判
は
あ
っ
て
も
無
難
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
中
島
は
後
年
発
表
し
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
継
母
や
父
と
の
争
い
や
、
ま
た
、
中
島
の
文
学
に
は
珍
し
い
〈
性
〉

の
事
件
な
ど
が
私
的
に
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
事
実
そ
の
ま
ま
と

い
う
よ
り
も
、
欠
点
を
拡
大
す
る
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
方
向
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
点
に
、
文
学
に
高
い
理
想
を
求
め
る
中
島

(
4
)
に
と

っ
て
の
、
こ
の
作
品
の
未
発
表
の
一
つ
の
理
由
が
想
像
さ
れ
る
。

研
究
者
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
い
小
編
で
あ
る
が
、
こ
の

作
品
に
描
か
れ
た
も
の
、
特
に
主
人
公
や
女
性
の
造
型
、
お
よ
び
彼
ら
の
関
係
の

描
写
な
ど
を
見
て
い
き
、
前
後
の
諸
作
品
と
の
関
連
や
作
品
の
特
色
を
、
本
文
を

読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
考
察
し
て
い
く
。

「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
全
三
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
と
言
っ
て
も
、
二
章
が

作
品
の
三
分
の
二
以
上
を
、
一
箪
が
そ
の
残
り
の
大
半
を
占
め
、
三
章
は
『
中
島

敦
全
集
』
で
言
え
ば

1
ペ
ー
ジ
分
し
か
な
い
。
(
因
み
に
、
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は

全
口
ベ
!
ジ
で
あ
る
。
)

ま
た
、
作
品
内
の
〈
時
間
〉
は
、
作
品
の
現
在
で
あ
る
三
造
が
プ

l
ル
に
い
る

夏
の
午
後
と
、
過
去
で
あ
る
彼
の
中
学
時
代
と
の
こ
つ
に
分
け
ら
れ
、
現
在
と
過

去
が
交
互
に
登
場
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
プ
ー
ル
に
作
む
三
造
が
旅
行
の
疲

れ
と
も
の
う
さ
と
、
か
っ
、
思
い
出
の
地
「
京
城
」
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過

去
の
自
分
が
現
れ
、
過
去
の
出
来
事
を
回
想
す
る
と
い
う
、
意
識
の
流
れ
を
描
い

た
一
種
の
心
理
小
説
と
も
言
え
る
。

作
品
中
に
、
そ
の
移
り
変
わ
り
(
過
去
・
現
在
の
変
転
)
が
巧
み
に
描
か
れ
て

い
る
。
以
下
、
作
品
の
流
れ
を
簡
単
に
見
て
お
く
。

一
章
で
は
、
八
年
ぶ
り
に
訪
れ
た
母
校
の
プ

l
ル
で
泳
ぐ
三
造
の
念
頭
に
、
一

昨
日
訪
れ
た
奉
天
と
八
年
前
の
修
学
旅
行
時
の
奉
天
が
重
な
り
、
場
面
は
過
去
に

な
る
。
二
章
で
は
棒
高
跳
ぴ
の
選
手
の
姿
か
ら
、
中
学
四
年
生
の
時
分
の
回
想
が

始
ま
る
。
継
母
の
こ
と
、
里
山
猫
の
こ
と
な
ど
の
回
想
が
続
き
、
ま
た
、
現
在
に
戻

る
。
そ
の
時
の
三
造
の
状
況
を
、
次
に
引
用
す
る
。

水
の
上
に
軽
く
浮
い
て
ゐ
た
彼
の
気
持
を
、
回
想
が
静
か
に
快
く
ゆ
す
っ

た
。
彼
は
眼
を
う
す
く
あ
け
て
真
上
に
拡
る
夕
方
の
空
を
見
た
。
少
年
の
日

の
青
空
は
、
今
見
上
げ
る
空
よ
り
も
、
も
っ
と
匂
や
か
な
艶
が
あ
り
は
し
な

po 
n
4
u
 

空
気
の
中
に
も
、
も
っ
と
、
華
や
か
な
軽
い
匂
ひ
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
?
思
出
し
た
や
う
に
吹
い
て
く
る
風
は
、
時
々
、
濡

れ
た
顔
を
心
地
よ
く
撫
で
て
行
っ
た
。
三
造
は
、
旅
の
疲
れ
の
も
の
う
さ
と
、

帰
郷
の
心
に
似
た
情
緒
と
の
交
っ
た
甘
ず
っ
ぱ
い
気
持
で
、
長
々
と
水
の
上

に

伸

び

を

す

る

の

で

あ

っ

た

。

(

二

)

続
い
て
、
猫
を
交
え
た
父
と
の
語
い
の
回
想
が
語
ら
れ
、
ま
た
、
現
在
に
戻
る
。

追
憶
が
今
度
は
苦
〈
彼
の
心
を
噛
ん
だ
。
い
き
な
り
彼
は
水
の
上
で
身
を

ひ
る
が
へ
す
と
、
顔
を
見
ず
に
つ
け
た
ま
h

、
足
を
パ
タ
/
¥
さ
せ
て
、
ク

か
っ
た
か
?

ロ
オ
ル
の
真
似
事
を
や
り
出
し
た
。

~、

一一、-'

そ
の
後
、
彼
は
プ

l
ル
の
傍
に
来
た
十
一
・
二
歳
の
朝
鮮
の
少
女
を
見
て
、
「
そ

の
汚
ら
し
い
女
の
子
の
後
姿
が
、
彼
に
、
彼
の
最
初
の
妖
し
い
経
験
を
思
ひ
出
さ

せ
る
」
。
こ
の
経
験
の
描
写
が
、
『
中
島
敦
全
集
』
で
言
え
ば
、
以
降
6
ペ
ー
ジ
分



続
く
。
全
体
が
幻
ベ

1
ジ
で
あ
る
か
ら
、
作
品
の
四
分
の
一
以
上
を
占
め
る
事
件

で
あ
る
。

そ
の
三
造
の
冒
険
の
描
写
が
終
わ
る
と
、
ま
た
場
面
は
現
在
に
戻
る
。

プ
ウ
ル
の
上
を
渡
る
風
が
、
そ
ろ
/
¥
寒
く
な
っ
て
き
た
ゃ
う
で
あ
る
。

半
身
を
水
か
ら
出
し
て
立
っ
て
ゐ
た
三
造
は
、
く
し
ゃ
み
を
一
つ
す
る
と
、

も
う
あ
が
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
思
っ
た
。
(
中
略
)
や
っ
と
上
が
り

き
っ
た
時
、
右
の
手
が
滑
っ
て
、
た
た
き
の
角
で
一
寸
肘
の
所
を
擦
り
む
い

て
し
ま
っ
た
。

，-、

一一、ー~

怪
我
を
し
た
三
造
は
プ

l
ル
か
ら
離
れ
る
が
、
傍
の
木
に
朝
鮮
国
仰
が
い
る
の
を

発
見
す
る
。
そ
こ
で
、
彼
が
近
寄
っ
て
い
く
と
、
「
璃
は
短
い
濁
っ
た
鳴
声
を
残

し
て
、
飛
び
立
っ
て
し
ま
」
う
。
怪
我
と
不
吉
な
雰
囲
気
の
鴻
か
ら
の
連
想
で
は

な
か
ろ
う
が
、
次
に
、
「
妖
し
い
経
験
」
の
後
に
彼
を
襲
っ
た
「
制
裁
」

1
上
級

生
に
よ
る
暴
力
と
、
そ
れ
に
対
す
る
三
造
の
「
償
り
」
や
口
惜
し
さ
な
ど

i
が
描

か
れ
る

(
5
1
こ
の
感
情
が
、
現
在
に
戻
っ
た
三
造
が
眼
前
に
見
る
た
く
ま
し

い
中
学
生
へ
の
ひ
け
め
と
相
ま
っ
て
、
文
末
の
「
上
級
生
に
打
た
れ
た
時
に
感
じ

た
、
あ
の
『
肉
体
へ
の
屈
服
』
と
、
『
精
神
へ
の
蔑
視
』
と
を
、
彼
は
再
び
事
新

し
く
感
じ
」
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
(
付
け
加
え
て
言
う
と
、
こ
の
上
級
生
に
よ
る
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制
裁
に
関
す
る
事
柄
が
2
ペ
ー
ジ
分
近
く
あ
る
か
ら
、
実
に
作
品
の
三
分
の
一
は
、

こ
の
「
妖
し
い
体
験
」
と
そ
の
後
の
制
裁
に
充
て
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
)

三
章
の
冒
頭
は
「
ラ
ク
ピ
イ
の
選
手
達
は
み
ん
な
引
き
揚
げ
て
し
ま
っ
て
、
運

動
場
に
は
誰
も
ゐ
な
か
っ
た
に
と
あ
り
、
作
品
冒
頭
の
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
は
ラ

グ
ピ
イ
の
選
手
達
が
練
習
を
し
て
ゐ
た
に
と
照
応
し
て
い
る
。

時
間
の
移
り
変
わ
り
、
夕
暮
れ
の
進
行
と
共
に
夏
の
終
わ
り
を
も
連
想
さ
せ
て
、

過
去
と
現
在
の
流
れ
る
「
時
間
」
の
性
質
を
暗
示
し
て
は
い
ま
い
か
。
「
は
じ
め

に
」
で
も
触
れ
た
が
、
作
中
に
は
青
春
へ
の
回
顧
の
情
が
底
に
あ
る
。
た
だ
、
そ

れ
が
「
過
去
帳
」
ほ
ど
強
く
な
い
の
は
、
主
人
公
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
の
違
い
、

即
ち
、
三
造
は
、
現
在
中
学
を
卒
業
し
て
大
学
生
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
過
去

帳
」
の
方
は
卒
業
数
年
後
の
勤
め
人
故
で
あ
ろ
う
。
青
春
へ
の
ス
タ
ン
ス
の
取
り

方
の
遣
い
が
、
作
品
の
雰
囲
気
の
遣
い
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
意
識
の
上
で
の
こ
と
だ
が
、
前
者
は
青
春
晩
期
に
し
て
も
、
ま
だ
そ
の
中

に
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
う
い
っ
た
時
代
を
通
り
過
ぎ
た
位
置
に
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

前
節
で
も
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
、
過
去
の
様
々
な
エ
ピ

-37-

ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
再
度
ま
と
め
て
言
え
ば
、
主
要

な
も
の
は
主
人
公
の
中
学
校
生
活
・
彼
と
父
の
語
い
・
娼
婦
と
の
一
夜
・
上
級
生

に
よ
る
暴
力
な
ど
で
あ
る
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
前
述
の
よ
う
に
、

こ
の
作
中
の
出
来
事
の
多
く
は
作
者
の
実
体
験
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
逆
に
虚
構

の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
父
と
の
語
い
と
の
原
因
と
な
っ
た
黒
猫
は
、
中
島
の
中
学
校
時
代
の

作
文
に
登
場
す
る
猫
と
似
て
い
る
と
の
友
人
の
証
言
が
あ
る

(
6
)
。
し
か
し
、

作
者
が
中
学
四
年
生
あ
た
り
か
ら
不
良
が
か
っ
て
い
く
こ
と
や
、
継
母
と
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
、
関
連
し
て
父
と
も
誇
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
さ
れ

る
が
、
娼
婦
と
の
経
験
(
や
上
級
生
に
よ
る
暴
力
)
が
事
実
か
ど
う
か
は
不
明
で

あ
る

(
7
)
。
一
つ
の
傍
証
と
し
て
、
中
島
が
昭
和
七
年
の
京
城
滞
在
の
時
、
娼

婦
街
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
友
人
の
証
言
が
あ
る

(
8
1
だ
が
、
そ
の
時
の
体
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験
が
作
品
の
描
写
に
役
立
っ
て
い
る
の
は
確
か
に
し
て
も
、
中
学
生
の
時
に
娼
婦

と
一
夜
を
過
ご
し
た
と
い
う
の
は
虚
構
の
感
じ
が
す
る
。
何
故
な
ら
、
作
中
で
三

造
が
「
ポ
オ
ル
と
ヴ
ィ
ル
ヂ
ニ
イ
」
を
読
み
な
が
ら
、
娼
婦
の
横
で
何
も
せ
ず
に

一
夜
を
過
ご
し
た
と
い
う
の
は
、
小
説
の
題
材
と
し
て
は
面
白
い
が
、
ど
こ
か
作

り
物
の
感
じ
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
冒
険
が
後
の
上
級
生
に
よ
る
制
裁
の
原
因
と
な
り
、

そ
の
暴
力
に
対
す
る
三
造
の
心
情
1

「
肉
体
へ
の
屈
服
」
と
「
精
神
へ
の
蔑
視
」

ー
を
生
じ
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
三
造
の
心
情
は
、
作
者
と
し
て
は
意
味
を
持

つ
の
だ
ろ
う
が
、
作
品
で
は
問
題
提
起
で
終
わ
っ
て
お
り
、
中
途
半
端
の
感
は
否

定
で
き
な
い

(
9
1
こ
れ
は
、
「
虎
狩
」
で
上
級
生
に
殴
ら
れ
る
越
の
心
情
と
も

似
通
っ
て
い
る
が
、
「
虎
狩
」
で
は
、
そ
こ
か
ら
越
の
詳
細
な
描
写
が
続
き
、
別

の
面
の
彼
の
姿
や
そ
の
後
が
描
か
れ
て
い
て
、
断
片
的
描
写
で
は
な
く
、
彼
の
深

み
と
成
長
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
、
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
中

断
と
中
途
半
端
の
感
が
否
定
出
来
な
い
。

だ
が
、
娼
婦
と
の
一
夜
の
描
写
は
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
そ
れ
を

小
説
佑
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
と
そ
の
内
実
を
、
点
検
・
評
価
し
て
い
く
必
要
は
あ

ろ
う
。
回
想
で
あ
る
こ
と
や
中
学
生
と
い
う
限
界
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ま
で

の
習
作
群
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
〈
性
〉
を
持
つ
主
人
公
の

描
写
が
そ
こ
に
あ
る
。

娼
婦
と
の
一
夜
の
冒
険
は
、
そ
れ
ま
で
の
作
中
の
春
画
や
「
不
自
然
な
性
行
為
」

と
は
遣
い
、
「
時
と
し
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
爆
発
的
な
力
」
(
二
)
と
表
現
さ

れ
る
性
欲
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
伏
線
の
一
つ
は
、
黒
猫
へ
の
愛
情

と
裏
腹
に
あ
る
彼
の
孤
独
感
で
あ
り
、
何
か
を
求
め
る
彼
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

で
あ
ろ
う
。

一
匹
の
黒
猫
を
例
外
と
し
て
、
彼
は
誰
を
も
愛
さ
な
か
っ
た
し
、
又
誰
に
も

愛
さ
れ
な
か
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。
(
中
略
)
夜
に
な
る
と
、
彼
は
、
小

学
校
の
時
か
ら
飼
っ
て
ゐ
た
大
き
な
黒
猫
を
抱
い
て
寝
た
。
そ
の
真
黒
な
獣

が
ゴ
ロ
/
¥
と
咽
喉
を
鳴
ら
す
の
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
の
柔
か
い
毛
の
感
触

を
明
喉
や
顎
の
あ
た
り
に
感
じ
な
が
ら
、
彼
は
毎
晩
寝
に
就
い
た
。
そ
の
や

う
な
時
だ
け
、
彼
は
、
そ
の
肉
親
に
対
す
る
軽
蔑
や
憎
悪
を
辛
う
じ
て
忘
れ

る
こ
と
が
出
来
た
。
決
心
し
た
通
り
、
彼
は
決
し
て
家
族
と
言
葉
を
交
さ
な

ミ
コ
:
。

カ

τ
た

'"司、
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小
動
物
へ
の
主
人
公
の
愛
情
は
、
「
北
方
行
」
や
「
過
去
帳
」
に
も
出
て
く
る

し
、
周
辺
の
人
々
の
証
言
か
ら
考
え
て
、
似
た
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
作
中
に
描
か
れ
た
家
族
へ
の
軽
蔑
や
憎
悪
は
、
多
く
誇
張

気
味
で
あ
り
、
晩
年
(
昭
和
十
七
年
)
に
付
け
加
え
ら
れ
た
「
斗
南
先
生
」
の
末

尾
l
「
十
年
前
の
彼
は
、
自
分
が
伯
父
を
少
し
も
愛
し
て
ゐ
な
い
と
、
本
気
で
、

さ
う
考
へ
て
ゐ
た
。
人
聞
は
何
と
己
の
心
の
在
り
処
を
自
ら
知
ら
ぬ
も
の
か
と
、

今
に
し
て
驚
く
の
外
は
な
い
。
」
ー
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
自
己
中
心
的
な
感
慨
で

あ
っ
て
、
後
年
の
中
島
に
と
っ
て
は
反
省
の
対
象
と
な
っ
た
ろ
う
。

O
D
 

q喝
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孤
独
感
の
中
に
い
た
三
造
は
友
人
た
ち
と
背
伸
び
し
て
、
学
校
の
規
則
を
破
る

こ
と
に
満
足
を
覚
え
る
よ
う
な
学
生
時
代
を
過
ご
す
が
、
次
の
描
写
か
ら
、
彼
に

は
性
欲
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
混
在
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

そ
れ
に
も
ま
し
て
、
た
ま
ら
な
く
彼
の
気
持
を
そ
h

り
立
て
た
の
は
、
夜
の

街
の
灯
で
あ
っ
た
。
夜
に
な
っ
て
、
街
に
灯
が
は
ひ
り
出
す
と
、
ど
う
に
も

彼
は
ぢ
つ
と
し
て
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
顔
の
面
胞
を
気
に
し
な
が
ら
、

こ
っ
そ
り
と
継
母
の
美
顔
水
を
つ
け
た
り
し
て
、
ふ
ら
/
¥
と
街
へ
出
て
行

っ
た
。
何
か
空
気
の
ふ
く
ら
む
も
の
が
は
ひ
っ
て
ゐ
る
か
の
や
う
で
あ
っ
た
。



飾
窓
の
装
飾
も
、
広
告
燈
も
、
朝
鮮
人
の
夜
庖
も
、
灯
の
光
の
下
で
は
、
す

べ
て
が
美
し
く
見
え
た
。
さ
う
い
ふ
夜
、
若
い
女
と
す
れ
ち
が
っ
た
時
の
、

甘
い
白
粉
の
香
は
、
少
年
の
三
造
を
途
方
も
な
い
空
想
に
駆
立
て
た
。

(
二
)

三
造
に
は
性
欲
と
共
に
、
「
訪
僅
を
好
む
気
質
」
(
「
斗
南
先
生
」
)
が
あ
り
、
彼

の
言
動
や
心
情
の
多
く
は
、
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
エ
グ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
そ

〉
ら
れ
た
た
め
」
(
「
斗
南
先
生
」
)
で
は
な
い
か
。
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回
想
の
中
核
を
な
す
娼
婦
と
の
冒
険
は
、
あ
る
晩
、
「
一
人
の
友
達
と
一
緒
に

街
を
歩
い
て
ゐ
る
」
時
か
ら
始
ま
る
。
家
族
と
の
反
目
か
ら
「
三
造
は
家
へ
帰
り

た
く
な
」
く
、
「
出
来
る
こ
と
な
ら
、
何
時
迄
も
歩
い
て
ゐ
た
か
っ
た
よ
。
そ
う

い
っ
た
心
情
と
冒
険
心
か
ら
、
「
二
人
は
何
の
こ
と
も
な
く
微
笑
し
」
て
、
娼
婦

街
へ
と
通
じ
る
道
を
歩
い
て
行
く
。
そ
こ
で
は
、
「
低
い
土
造
の
朝
鮮
家
屋
の
門

毎
に
、
真
白
に
塗
立
て
た
女
達
が
四
五
人
づ
〉
立
っ
て
ゐ
」
て
、
不
慣
れ
な
日
本

語
で
呼
び
か
け
、
「
し
つ
こ
く
彼
等
を
雌
さ
な
か
っ
た
。
」
。
そ
の
結
果
、
「
彼
等
は

す
っ
か
り
狼
狽
し
」
逃
げ
出
す
と
、
「
そ
こ
の
角
を
一
つ
曲
っ
た
所
に
、
思
ひ
が

け
な
く
、
又
小
さ
な
低
い
土
の
門
が
あ
っ
て
」
、
「
今
度
は
た
っ
た
一
人
の
女
が
立

っ
て
ゐ
」
る
の
を
見
る
。
三
造
は
、
女
に
「
ど
う
し
た
は
ず
み
か
、
ひ
ょ
い
と
」

笑
い
か
け
て
し
ま
う
。
女
は
勘
違
い
し
て
、
「
小
さ
な
手
で
、
し
っ
か
り
彼
を
つ

か
ま
へ
、
も
う
一
度
笑
ひ
な
が
ら
『
イ
キ
マ
セ
ウ
』
と
言
」
う
。

彼
は
反
射
的
に
そ
の
手
を
払
ひ
の
け
た
。
女
は
案
外
弱
く
、
よ
ろ
よ
ろ
と
よ

ろ
け
た
が
、
彼
の
制
服
の
上
衣
を
つ
か
ん
だ
手
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
三
造
は

も
う
一
度
烈
し
く
女
を
突
飛
ば
し
て
身
を
退
い
た
。
ピ
リ
ツ
と
布
の
裂
け
る

音
が
し
た
。
彼
の
上
衣
の
ボ
タ
ン
が
二
つ
三
つ
土
の
上
に
こ
ろ
が
っ
た
。
そ

の
い
き
ほ
ひ
に
女
は
驚
い
て
手
を
放
し
、
瞬
間
、
許
し
を
乞
ふ
や
う
な
女
ら

し
い
表
情
を
浮
べ
た
。
が
、
す
ぐ
に
今
度
は
、
急
い
で
、
そ
の
ボ
タ
ン
を
拾

っ
た
。
「
ボ
タ
ン
を
返
し
て
く
れ
。
」
と
、
彼
は
手
を
出
し
な
が
ら
言
っ
た
。

女
は
嬉
し
そ
う
に
笑
っ
て
頭
を
ふ
っ
た
。
「
返
し
て
く
れ
ょ
に
と
彼
は
む
き

に
な
っ
て
も
う
一
度
言
っ
た
。
女
は
又
笑
っ
て
ボ
タ
ン
を
見
せ
な
が
ら
、
後

の
家
を
指
し
て
、
不
器
用
な
口
つ
き
で
言
っ
た
。
「
ア
ガ
ン
ナ
サ
イ
。
」

".旬、

一一、句--

三
造
は
し
ば
ら
く
女
を
院
ん
で
ゐ
た
。

女
が
ボ
タ
ン
を
返
さ
な
い
の
で
、
彼
は
腹
を
立
て
て
、
歩
き
出
す
。
「
彼
等
が

も
の
の
半
丁
も
歩
い
た
か
と
思
ふ
頃
、
後
か
ら
パ
タ
/
¥
と
小
刻
み
な
足
音
が
聞

え
」
、
女
が
ボ
タ
ン
を
返
し
に
追
っ
て
き
た
。
三
造
は
、
街
灯
の
下
で
女
を
改
め

n
H
d
 

内

J

て
見
る
。

女
は
小
柄
で
あ
っ
た
。
ま
だ
子
供
だ
ら
う
と
思
っ
た
。
描
眉
毛
も
う
す
く
、

鼻
も
う
す
く
、
容
も
う
す
く
、
耳
も
肉
が
な
く
、
小
さ
か
っ
た
が
、
大
き
な

朝
鮮
人
ら
し
く
な
い
、
く
り
/
¥
し
た
目
附
が
割
に
そ
の
顔
を
派
手
に
し
て

ゐ
た
。
下
袴
は
う
す
い
紅
で
、
右
の
腰
の
あ
た
り
で
、
大
き
な
蝶
結
び
に
結

ぼ
れ
て
ゐ
た
。
安
物
ら
し
く
ピ
カ
/
¥
光
っ
た
上
衣
の
袖
か
ら
、
華
著
な
小

さ
な
手
が
出
て
ゐ
た
。

ボ
タ
ン
を
渡
す
た
め
に
女
は
三
造
の
手
を
求
め
た
。
彼
は
手
を
出
し
た
。

少
女
は
ボ
タ
ン
を
置
き
、
そ
の
ま
h

自
分
の
手
を
彼
の
手
の
中
に
握
ら
せ
た
。

柔
か
く
冷
た
く
、
し
め
り
気
の
あ
る
感
触
で
あ
っ
た
。
少
女
は
そ
の
姿
勢
の

ま
へ
ぢ
っ
と
真
直
々
に
三
造
の
眼
を
見
上
げ
て
言
っ
た
。

「
キ
ナ
サ
イ
。
」
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ぞ
れ
は
少
し
も
帽
を
含
ん
だ
態
度
で
は
な
か
っ
た
。
あ
た
り
ま
へ
の
こ
と

を
請
求
す
る
や
う
な
態
度
で
あ
っ
た
。
三
造
は
、
妙
な
混
乱
を
l
先
刻
の
と

は
ち
が
っ
た
種
類
の
混
乱
を
感
じ
た
。
彼
は
、
彼
の
手
の
中
に
あ
る
少
女
の

小
さ
な
柔
か
い
手
を
強
く
握
っ
て
、
「
さ
よ
な
ら
。
」
と
言
っ
た
。

〆'句、

一一、-"

彼
は
そ
の
場
を
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
。
「
と
っ
さ
に
少
女
は
」
「
彼
の
手
を
し
つ

か
り
握
」
り
、
「
黒
瞳
で
か
れ
を
見
上
げ
た
、
そ
の
表
情
に
、
そ
の
時
、
は
じ
め

て
煽
ら
し
い
も
の
が
現
れ
」
る
。
三
造
は
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
去
ろ
う
と
す
る
が
、

「
三
十
歩
ほ
ど
歩
い
て
か
ら
振
返
る
と
、
先
刻
の
街
灯
の
下
に
、
ま
だ
、
あ
の
少

女
の
立
っ
て
ゐ
る
の
が
小
さ
く
見
え
た
。
」
。
彼
は
友
人
に
嘘
を
言
い
、
「
自
分
の

興
奮
と
動
停
を
静
め
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に
大
股
に
、
今
お
り
て
来
た
坂
道
を

ま
た
登
り
始
め
」
、
彼
女
に
会
い
に
行
く
。

ボ
タ
ン
を
返
し
て
く
れ
た
少
女
の
善
意
と
、
「
柔
か
く
冷
た
く
、
し
め
り
気
の

あ
る
」
手
の
感
触
や
、
黒
瞳
の
訴
え
る
も
の
な
ど
が
、
彼
に
「
妙
な
混
乱
」
を
与

え
、
そ
の
場
を
去
っ
た
後
の
「
街
灯
の
下
に
、
ま
だ
、
あ
の
少
女
の
立
っ
て
ゐ
る
」

姿
が
、
彼
を
し
て
彼
女
の
元
に
行
か
し
め
た
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
性
欲
か
ら
で
は

な
く
、
客
の
い
な
い
彼
女
へ
の
同
情
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、
先
程
は
逃
げ
た
臆
病
心

を
破
ろ
う
と
す
る
背
伸
び
に
よ
る
冒
険
心
や
好
奇
心
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
抱
い
た
「
妙
な
混
乱
」
は
、
先
刻
の
娼
婦
た
ち
か
ら
逃
げ
出
し

た
時
の
も
の
と
は
遣
い
、
娼
婦
で
は
な
く
〈
少
女
〉
の
与
え
る
も
の
だ
ろ
う
。
別

れ
た
後
も
彼
を
見
て
い
る
「
少
女
の
立
っ
て
ゐ
る
」
姿
が
、
彼
に
は
愛
情
の
存
在

を
感
知
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
孤
独
な
彼
女
の
可
憐
な
誘
い
に
、
孤
独

な
彼
が
答
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
飼
い
猫
が
っ
つ
す
よ
ご
れ
て
艶
を
失
」

い
、
「
よ
く
風
邪
を
ひ
い
て
、
く
し
ゃ
み
を
し
た
り
、
滋
を
垂
ら
し
た
り
」
す
る

故
に
、
「
家
の
も
の
は
皆
、
彼
女
を
ひ
ど
く
嫌
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
彼
に
は
、
猫

を
い
と
ほ
し
く
思
は
せ
る
」
心
情
と
繋
が
っ
て
い
よ
う
し
、
「
斗
南
先
生
」
で
の

伯
父
が
死
ぬ
時
に
、
主
人
公
が
感
じ
た
「
不
思
議
な
感
動
」
に
近
い
も
の
で
あ
ろ

そ
れ
が
近
親
者
で
は
な
く
、
他
人
で
あ
る
一
娼
婦
ヘ
で
あ
っ
た
点

ぅ
。
た
だ
し
、

は
注
目
に
値
す
る
。
習
作
の
「
あ
る
生
活
」
や
「
下
回
の
女
」
で
欠
け
て
い
た
幼

い
が
自
然
な
恋
心
(
と
ま
で
言
え
な
け
れ
ば
、
同
情
心
)
の
発
動
の
描
写
が
、
こ

こ
に
は
あ
る
。

四

場
面
は
彼
女
の
部
屋
に
移
る
。
「
そ
の
部
屋
は
天
井
の
低
い
三
畳
ほ
ど
の
温
突

で
」
、
「
少
女
は
彼
を
連
れ
て
部
屋
に
は
ひ
る
と
、
堅
い
床
の
上
に
ペ
タ
リ
と
と
ん
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ぴ
足
に
座
っ
て
、
鏡
を
の
ぞ
い
て
紅
を
脅
に
き
し
た
。
」
。
三
造
は
買
春
の
た
め
に

で
は
な
く
、
値
段
の
交
渉
を
す
る
。

弱
々
し
さ
う
な
身
体
つ
き
と
顔
立
を
し
た
少
女
が
、
や
さ
し
い
表
情
を
し
な

が
ら
、
変
な
日
本
語
を
使
ふ
の
が
、
彼
に
妙
な
気
持
に
さ
せ
た
。
(
中
略
)

そ
れ
と
知
ら
な
い
で
、

し
ゃ
べ
っ
て
ゐ
る
の
は
、
彼
女
の
表
情
と
ち
ぐ
は
ぐ

な
滑
稽
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
た
。

，.旬、

一一、ー-'

少
女
の
魅
力
が
、

一
種
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
相
ま
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。

三
造
は
少
女
に
惹
か
れ
る
が
、
彼
女
は
娼
婦
と
し
て
、
自
分
の
勤
め
を
果
た
そ
う

と
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
か
、
呼
称
も
「
少
女
」
か
ら
「
女
」
に
変
わ
る
。
し
か

し
、
三
造
は
性
欲
か
ら
、
即
ち
買
春
を
し
よ
う
と
し
て
、
こ
こ
に
来
た
訳
で
は
な

い
。
彼
は
、
「
自
分
の
意
図
」

1
「
か
う
い
ふ
所
を
見
に
来
た
だ
け
」

1
を
女
に

伝
え
よ
う
と
す
る
が
、
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
。
女
は
三
造
に
、
往
来
の
や
り
取
り



か
ら
推
測
し
て
も
、
稼
々
た
め
だ
け
の
「
好
意
」
を
見
せ
か
け
て
い
た
の
で
は
な

〈
、
彼
が
再
度
や
っ
て
来
た
時
に
は
、
商
売
気
を
離
れ
た
も
の
を
感
じ
て
い
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
彼
女
の
そ
の
愛
情
の
表
現
は
、
「
売
春
」
と
い
う
行

為
で
あ
る
。
三
造
の
好
意
(
愛
情
)
は
、
金
に
よ
る
押
し
つ
け
た
も
の
と
い
う
面

ゃ
、
年
齢
に
よ
る
幼
さ
と
い
う
面
は
あ
る
に
し
て
も
、
性
欲
か
ら
彼
女
を
抱
か
な

い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
両
者
の
思
惑
が
異
な
っ
た
結
果
、
女
は
困
惑
せ
ざ
る
を
得
な

く
な
る
。女

は
彼
を
訊
ね
る
や
う
な
眼
附
で
見
上
げ
た
。

女
は
全
く
当
惑
し
き
っ
て
ゐ
た
。

女

は

手

持

無

沙

汰

で

困

惑

し

た

面

持

で

あ

っ

た

。

(

二

)

三
造
は
彼
女
に
、
自
分
を
放
っ
て
お
い
て
「
寝
る
ん
だ
よ
。
」
と
繰
り
返
す
。

し
か
し
、
彼
自
身
も
余
裕
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
持
参
し
た
小
説
を
読
ん
で
時

間
を
費
や
そ
う
と
す
る
が
、
「
気
が
散
っ
て
、
同
じ
所
を
幾
度
読
ん
で
も
、
中
々

意
味
が
と
れ
」
ず
、
「
読
ん
で
ゐ
る
ふ
り
を
続
け
て
」
い
た
の
で
あ
る
。

女
は
益
々
困
っ
た
や
う
な
、
泣
笑
ひ
の
や
う
な
表
情
を
し
た
。
彼
女
に
は
、

ど
う
に
も
、
客
の
気
持
が
の
み
こ
め
な
い
の
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
、
聞
の
抜

け
た
、
困
惑
し
き
っ
た
微
笑
を
、
浮
べ
て
横
に
首
を
曲
げ
な
が
ら
、
婿
び
て
い

〉
も
の
か
、
ど
う
か
、
と
い
ふ
風
に
、
客
の
顔
色
を
う
か
立
っ
た
。
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(

一

一

)

三
造
は
、
女
に
「
や
や
烈
し
い
口
調
で
」
寝
る
よ
う
に
指
図
す
る
と
、
「
彼
女

は
怯
れ
た
や
う
に
身
を
退
」
く
。

彼
が
機
嫌
を
悪
く
し
て
ゐ
る
時
、
そ
れ
に
据
び
よ
う
と
す
る
彼
の
黒
猫
の
眼

附
が
、
今
の
こ
の
女
の
表
情
に
似
て
ゐ
た
。
突
然
彼
は
上
衣
の
内
ポ
ケ
ッ
ト

か
ら
財
布
を
出
し
、
五
十
銭
銀
貨
を
四
つ
取
出
し
て
、
そ
れ
を
彼
女
の
鏡
台

の
上
に
重
ね
た
。
彼
女
は
、
更
に
恐
れ
た
や
う
に
、
三
造
と
銀
貨
と
を
見
較

べ
な
が
ら
、
手
を
出
さ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
ふ
と
、
女
が
可
哀
さ
う
に

な
り
、
や
さ
し
い
調
子
で
言
っ
た
。

「
い
、
ふ
ん
だ
よ
。
怒
っ
て
る
ん
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ
。
い
〉
か
ら
銭
を
と
っ
て
、

お
前
だ
け
寝
れ
ば
い
、
ふ
ん
だ
よ
。
」

女
は
ま
だ
怪
訪
な
表
情
を
続
け
て
ゐ
た
。
(
中
略
)
そ
の
中
に
女
は
立
上

っ
て
、
今
度
は
、
ほ
ん
た
う
に
、
身
仕
舞
を
し
て
、
床
に
は
ひ
っ
た
ゃ
う
で

あ

っ

た

。

(

二

)

以
上
が
、
上
級
生
に
よ
る
制
裁
を
除
く
「
妖
し
い
体
験
」
の
顛
末
で
あ
り
、
最

終
文
の
「
床
に
は
ひ
っ
た
ゃ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
推
測
が
、
こ
の
夜
の
締
め
く

く
り
と
、
三
造
の
位
置
!
善
意
で
は
あ
る
が
、
彼
自
身
も
余
裕
が
な
く
困
惑
し
て

い
る
l
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
引
用
文
中
の
「
彼
が
機
嫌
を
悪
く
し
て
ゐ
る
時
、
そ
れ
に
据
び
よ
う
と

す
る
彼
の
黒
猫
の
眼
が
、
今
の
こ
の
女
の
表
情
に
似
て
ゐ
た
」
や
、
「
彼
女
は
、

更
に
恐
れ
た
や
う
に
、
三
造
と
銀
貨
と
を
見
較
べ
な
が
ら
、
手
を
出
さ
う
と
し
な

か
っ
た
。
彼
は
ふ
と
、
女
が
可
哀
さ
う
に
な
り
、
や
さ
し
い
調
子
で
言
っ
た
。
」

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
女
の
恐
れ
が
三
造
に
や
さ
し
さ
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

彼
の
孤
独
な
心
が
癒
さ
れ
、
他
者
と
の
心
の
交
流
を
感
じ
る
時
だ
ろ
う
。
実
母
を

知
ら
ず
、
二
人
の
継
母
に
愛
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
自
己
嫌
悪
の
強
い
三
造
に
と

っ
て
黒
猫
が
唯
一
の
救
い
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
少
女
の
存
在
は
そ
れ
に
近
い
。

だ
が
、
そ
の
奇
妙
な
状
態
に
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
者
に
庇
め
ら
れ
る

弱
者
の
悲
し
み
が
、
三
造
を
打
つ
の
で
あ
る
。
彼
は
弱
者
に
、
自
分
自
身
を
見
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
後
に
、
「
北
方
行
」
で
無
軌
道
な
生
活
を
送
る
伝
吉
を
打
っ

た
の
が
、
同
棲
相
手
の
連
れ
子
で
あ
る
二
歳
の
男
の
子
の
孤
独
で
あ
っ
た
。
伝
吉
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は
男
の
子
の
孤
独
な
姿
に
か
つ
て
の
自
分
(
「
母
を
知
ら
ぬ
少
年
」
)
を
見
た
の
だ

ろ
う
。
同
様
に
、
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
の
娼
婦
の
如
き
弱
者
に
対
す
る
三
造
の
同

情
・
愛
情
・
共
感
が
あ
る
ー
そ
の
背
後
に
は
、
作
者
が
い
よ
う
!
と
す
る
と
、
彼

は
弱
者
に
自
己
を
見
る
の
と
同
時
に
、
相
対
的
に
、
強
者
と
し
て
も
存
在
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の
延
長
線
上
に
、
「
悟
浄
歎
異
」
中
の
弱
者
た
る

倍
浄
と
「
優
者
」
と
し
て
の
三
蔵
法
師
の
両
存
在
の
よ
う
に
、
ど
こ
か
で
作
者
は

心
情
的
に
重
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
は
い
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
中
島

を
「
あ
る
生
活
」
の
マ
サ
キ
の
よ
う
に
、
弱
者
と
し
て
だ
け
考
え
る
の
は
偏
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ず
、
彼
の
中
に
は
、
見
る
者
1
作
家
と
し
て
見
る
者
ー
と
し
て

の
強
者
が
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
の
三
造
は
、
相
対
的
に
少
女
に
対
し
て
は
、
強
者

と
し
て
対
す
る
が
、
弱
者
に
同
情
・
共
感
す
る
し
、

一
般
人
の
よ
う
に
彼
女
を
蔑

視
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
逆
に
、
彼
は
肉
体
的
優
越
者
に
対

し
て
、
卑
屈
な
思
い
を
抱
い
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
彼
は
自
覚
的
に
と
ま

で
は
言
え
な
い
に
し
て
も
、
弱
者
と
強
者
の
間
で
動
い
て
い
る
。

次
に
、
こ
の
事
件
(
娼
婦
と
の
一
夜
)
に
対
す
る
現
在
の
三
造
の
思
い
を
考
え

る
と
、
こ
の
事
件
に
接
続
し
て
い
く
文
章
(
本
稿
一
節
で
引
用
し
た
も
の
)
に
、

そ
の
解
答
が
あ
ろ
う
。

三
造
は
怪
我
を
し
て
垂
れ
る
血
を
見
て
、
「
他
人
事
の
や
う
に
締
麗
だ
な
と
思
」

ぃ
、
朝
鮮
鴻
の
描
写
へ
と
続
く
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
果
、
さ
や
く
し
ゃ
み
・
血
・
朝

鮮
鴻
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
連
続
さ
せ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
「
妖
し
い
経
験
」
へ
の
、

拡
大
し
て
言
え
ば
、
少
年
時
代
へ
の
現
在
の
三
造
の
思
い
や
位
置
を
暗
示
し
て
は

い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
は
夏
の
盛
り
を
過
ぎ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、

ロ
マ
ン

テ
ィ
シ
ズ
ム
の
持
つ
華
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
遣
い
、
ど
こ
か
前
途
へ
の
不
安
感

や
青
春
の
盛
り
を
過
ぎ
た
よ
う
な
焦
り
や
物
愛
げ
な
も
の
が
漂
っ
て
い
る
。
緊
張

感
に
満
ち
た
娼
婦
と
の
出
来
事
と
違
い
、
現
在
の
三
造
は
旅
の
疲
れ
も
加
わ
り
、

弛
緩
し
た
状
態
に
あ
ろ
う
。
「
少
年
の
日
の
青
空
は
、
今
見
上
げ
る
空
よ
り
も
、

も
っ
と
匂
や
か
な
艶
が
あ
り
は
し
な
か
っ
た
か
っ
・
空
気
の
中
に
も
、
も
っ
と
、

華
や
か
な
軽
い
匂
ひ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
?

」
(
二
)
と
、
三
造
は

感
じ
て
い
る
。
こ
の
状
態
は
、
「
北
方
行
」
の
伝
吉
の
無
気
力
さ
を
連
想
さ
せ
る
。

即
ち
、
彼
は
、
不
充
足
の
状
態
に
陥
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
過
去

帳
」
や
「
北
方
行
」
の
主
人
公
た
ち
が
、
現
在
の
三
造
の
延
長
線
上
に
い
る
の
だ

ろ
う
。
が
、
伝
吉
た
ち
の
持
つ
女
性
へ
の
不
信
感
や
幻
滅
に
近
い
も
の
を
、
回
想

さ
れ
る
三
道
(
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
)
は
、
彼
が
中
学
生
で
あ
る
た
め
か
、
持
っ
て

い
な
い
。
と
言
っ
て
も
、
現
在
の
三
造
が
そ
う
だ
と
い
う
保
証
は
な
い
。
む
し
ろ
、

過
去
の
自
分
の
純
情
さ
や
、
そ
れ
故
の
葛
藤
を
噛
み
し
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
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ぃ
。
八
年
後
の
三
造
は
倦
怠
の
中
に
い
る
。

五

三
章
で
は
ラ
グ
ビ
ー
の
選
手
た
ち
の
い
な
く
な
っ
た
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゃ
、
「
ゴ
オ

ル
だ
け
が
寂
し
く
残
っ
て
・
日
は
す
で
に
落
ち
て
・
空
の
色
は
次
第
に
黒
み
を
帯

ぴ
た
紺
色
に
変
り
つ
』
あ
」
る
情
景
が
描
か
れ
る
。
た
だ
、
プ

1
ル
に
は
競
泳
の

選
手
の
二
人
の
中
学
生
が
泳
い
で
い
る
。
彼
ら
は
、
「
鮮
や
か
な
泳
ぎ
ぷ
り
で
・

良
い
体
格
を
し
て
ゐ
た
。
」
。
三
造
は
自
分
の
貧
弱
な
身
体
と
比
べ
て
、
彼
ら
を
「
此

の
上
な
く
羨
ま
し
い
も
の
」
に
思
い
、
次
の
よ
う
に
感
じ
、
作
品
は
終
わ
る
。

丁
度
何
年
か
前
、
上
級
生
に
打
た
れ
た
時
に
感
じ
た
、
あ
の
「
肉
体
へ
の
屈

服
」
と
、
「
精
神
へ
の
蔑
視
」
と
を
、
彼
は
再
び
事
新
し
く
感
じ
る
の
で
あ



っ
た
。

，.句、

一、-'

こ
れ
ら
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
問
題
提
起
で
終
わ
る
が
、
「
虎
狩
」
、
続
い
て
「
か

め
れ
お
ん
日
記
」
で
も
主
人
公
の
感
慨
や
問
い
か
け
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
中
島
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
作
品
で
展
開
し

た
い
テ

l
マ
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
肉
体
的
弱
者
と
し
て
、
知
何
に
他

者
と
関
わ
る
か
と
い
う
倫
理
的
な
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
弱
者
で
あ
る
娼
婦
と

は
逆
の
場
合
の
対
処
の
仕
方
へ
の
問
い
か
け
で
あ
る
。

「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
か
ら
該
当
部
分
を
、
次
に
引
用
す
る
。

ま
こ
と
に
意
気
地
の
無
い
話
だ
が
、
私
は
、
暴
力

1
腕
力
に
対
し
て
、
ま

る
で
対
処
す
べ
き
途
を
知
ら
ぬ
。
勿
論
、
そ
れ
に
屈
服
し
て
相
手
の
要
求
を

容
れ
る
な
ど
と
い
ふ
事
は
意
地
か
ら
で
も
し
な
い
け
れ
ど
も
、
た
と
へ
ば
、

殴
ら
れ
た
や
う
な
場
合
、
ど
ん
な
態
度
に
出
れ
ば
い
い
の
だ
ら
う
。
此
方
に

腕
力
が
無
い
か
ら
殴
り
返
す
訳
に
は
行
か
ぬ
。
口
で
先
方
の
非
を
鳴
ら
す
っ
・

さ
う
い
ふ
時
の
自
分
の
置
か
れ
た
位
置
の
惨
め
さ
、
そ
の
女
の
や
う
な
哀
れ

な
館
舌
が
厭
な
の
で
あ
る
。
そ
の
位
な
ら
、
い
っ
そ
超
然
と
相
手
を
黙
殺
し

た
方
が
ま
し
だ
。
併
し
そ
の
場
合
に
も
猶
、
負
惜
し
み
的
な
弱
者
の
強
が
り

が
、
(
傍
人
に
見
え
る
の
は
差
支
へ
な
い
と
し
て
)
自
分
に
意
識
さ
れ
て
立
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派
と
は
思
へ
な
い
。
(
中
略
)
暴
力
の
侵
害
(
腕
力
ば
か
り
で
な
く
、
思
ひ

が
け
な
い
野
卑
な
悪
意
、
誤
解
な
ど
も
之
に
入
れ
て
い
い
)
に
打
克
つ
だ
け

の
カ
を
備
へ
て
ゐ
る
の
は
結
構
に
違
ひ
な
い
が
、
相
手
に
対
抗
し
得
る
腕
力

・
権
力
を
有
た
な
い
で
ゐ
て
、
(
或
ひ
は
有
っ
て
ゐ
て
も
、
そ
れ
を
用
い
ず

に
)
唯
精
神
的
な
力
だ
け
で
悠
揚
と
立
派
に
対
処
し
得
る
人
が
あ
れ
ば
、
尊

敬
し
て
も
よ
い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
ど
ん
な
方
法
に
よ
る
か
、
私
に
は
想
像
も

つ

か

な

い

。

(

四

)

な
い 主
状人
況公
をの
打プ
破ラ
しイ
たド
いの
と 高
の さ
願に

望は
と言
そ さ
れ れ
が.Q

でペ
5暴

ug 
の目j
園町』
苗な

註Z
...， '" 
プ の

ウ
ル
の
傍
で
」
か
ら
引
き
続
い
て
の
も
の
だ
ろ
う
。

中
島
は
そ
の
解
答
を
考
え
続
け
、
作
中
で
一
つ
の
解
答
を
出
す
。
そ
れ
が
、
後

年
の
「
倍
浄
歎
異
」
中
の
三
蔵
法
師
の
持
つ
「
内
な
る
貴
さ
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
精
神
的
な
高
み
に
あ
る
た
め
、
弱
者
で
あ
る
倍
浄
に
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
他
者
に
与
え
ら
れ
る
愛
と
し
て
、
彼
の
進
む
べ
き
一
つ
の
道
と
し
て
示
さ

れ
る
。
「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
執
筆
時
期
頃
の
作
品
で
は
、
ま
だ
そ
れ
は
明
確
に
さ

れ
て
お
ら
ず
、
問
い
か
け
る
入
り
口
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
「
プ
ウ
ル
の
傍

で
」
で
彼
の
書
き
た
い
も
の
は
、
そ
う
い
っ
た
観
念
的
テ

1
マ
よ
り
も
、
過
去
の

娼
婦
と
の
一
夜
に
表
れ
た
よ
う
な
、
自
己
の
〈
実
感
〉
・
〈
生
〉
で
は
な
か
っ
た
か
。

主
人
公
の
感
情
の
起
伏
の
激
し
さ
は
青
春
の
混
乱
で
あ
り
、
そ
れ
は
コ
ン
ト
ロ

l

q
J
 

a
4
 

ル
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
と
え
そ
れ
が
青
春
の
終
わ
り
だ
と
し
て
も
、
作

家
た
ら
ん
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
自
己
は
制
御
・
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
、
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
(
印
)
。
そ
の
た
め
に
も
、
自
己
の
葛
藤

や
混
沌
は
、
何
度
と
な
く
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

や
が
て
、
中
島
の
暴
力
へ
の
対
応
の
苦
慮
は
、
「
内
な
る
貴
さ
」
を
併
せ
つ
つ
、

運
命
や
時
代
の
悪
お
よ
び
不
条
理
へ
の
抗
議
の
念
や
悲
し
み
と
拡
が
り
、
そ
れ
に

苦
し
む
人
々

l
例
え
ば
「
山
月
記
」
の
李
徴
や
「
李
陵
」
の
司
馬
遷
や
李
陵
な
ど

ー
を
作
品
の
対
象
に
選
ば
せ
、
作
者
の
共
鳴
に
よ
り
、
作
品
と
作
者
自
身
が
共
振

し
て
い
き
、
彼
ら
の
苦
悩
や
自
己
主
張
の
姿
を
生
彩
あ
る
も
の
に
さ
せ
た
の
で
あ

ろ
う
。「

プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
、
様
々
な
回
想
を
作
中
に
取
り
込
み
つ
つ
、
過
ぎ
ゆ
く
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青
春
へ
の
思
い
を
渉
ま
せ
な
が
ら
、
〈
性
〉
を
前
面
に
出
し
、
中
島
の
こ
の
時
期

の
テ

l
マ
1
他
者
と
如
何
に
関
わ
る
か
と
い
う
問
い
と
、
ど
う
対
応
し
て
い
い
か

分
か
ら
ず
混
乱
す
る
自
己
の
分
析
1
を
、
考
え
よ
う
と
し
始
め
た
作
品
で
あ
り
、

次
な
る
飛
躍
の
た
め
に
、
過
去
を
眺
め
や
り
整
理
し
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
北
方
行
」
や
「
過
去
帳
」
の
文
学
的
模

索
ー
よ
り
徹
底
し
た
自
己
の
追
究
と
表
現
l
が
ま
だ
必
要
で
あ
っ
た
。

注
(
1
)
 

「
プ
ウ
ル
の
傍
で
」
は
、
研
究
者
に
取
り
上
げ
る
こ
と
も
少
な
い
。
取

り
上
げ
ら
れ
で
も
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
演

川
勝
彦
氏
は
、
こ
の
作
品
を
「
斗
南
の
血
を
う
け
た
自
分
の
経
歴
1
過
去

を
顧
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
作
品
」
と
し
、
三

造
の
態
度
を
「
自
己
及
ぴ
自
分
を
つ
つ
む
一
切
の
も
の
へ
の
厳
し
い
態
度
」

と
さ
れ
、
「
や
が
て
『
狼
疾
記
』
『
か
め
れ
お
ん
日
記
』
を
生
み
出
す
調
泉

と
な
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、
鷺
只
雄
氏
は
「
回
想
の
核
を
な
す

も
の
は
朝
鮮
や
満
州
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
風
物
と
性
へ
の
目
ざ
め
」
だ

と
さ
れ
、
「
そ
こ
に
は
作
者
の
耽
美
的
な
発
想
が
あ
ら
わ
」
だ
と
批
判
す

る
潰
川
勝
彦
「
『
虎
狩
』
ま
で
」
(
『
中
島
敦
の
作
品
研
究
』
明
治
書
院

昭
和
五
十
二
平
九
月
)

(
2
)
 

鷺
只
雄
「
『
虎
狩
』
」
(
『
中
島
敦
論
』
有
精
堂

奥
野
政
元
氏
に
「
同
じ
回
想
で
は
あ
っ
て
も
一
方
は
自
己
の
内
面
へ
と

平
成
二
年
五
月
)

深
く
分
け
入
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
他
方
は
逆
に
あ
る
特
定
の
対
象
へ
と

回
想
が
外
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

「
『
北
方
行
』
の
一
側
面
」
(
『
中
島
敦
論
考
』
桜
楓
社

月
)

昭
和
六
十
年
四

(
3
)
 

中
島
の
中
学
生
時
代
か
ら
の
友
人
た
ち
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
中
島
の
家

庭
の
不
幸
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
中
学
生
の
四
年
生
頃
か

ら
、
学
校
を
さ
ぼ
り
始
め
た
の
も
事
実
ら
し
い
。
ま
た
、
杉
原
氏
が
「
プ

ウ
ル
の
傍
で
」
の
モ
デ
ル
の
一
人
だ
と
い
う
指
摘
(
小
山
氏
)
も
あ
る
。

小
山
政
憲
「
『
校
友
会
雑
誌
』
そ
の
他
の
こ
と
」
、
杉
原
忠
彦
コ
ニ
角
地

平
成
元
年
三
月
)

の
こ
と
な
ど
」
(
『
中
島
敦
・
光
と
影
』
新
有
堂

(
4
)
 

中
島
の
文
学
の
理
想
の
高
さ
は
、
様
々
な
小
説
に
散
見
さ
れ
る
が
、
彼

(
5
)
 の

遺
稿
で
あ
る
「
章
魚
木
の
下
で
」
に
も
っ
と
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

こ
の
事
件
の
描
写
が
後
に
、
「
虎
狩
」
の
越
へ
の
制
裁
事
件
の
造
型
に

影
響
を
与
え
て
い
よ
う
。

4
a企

4
q
 

(
6
)
 

伊
東
高
麗
夫
「
興
味
あ
る
存
在
、
中
島
敦
」
(
『
中
島
敦
・
光
と
影
』
新

有
堂

平
成
元
年
三
月
)

(
7
)
 

中
島
の
こ
の
時
期
の
女
性
遍
歴
の
実
体
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
北
方
行
」

の
伝
吉
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
「
初
め
て
知
っ
た
の
は
中
学
の
四
年
の
時
、

年
上
の
友
人
に
さ
そ
は
れ
て
行
っ
た
私
娼
窟
で
で
あ
っ
た
」
(
第
三
篇
・

一
一
一
)
と
あ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
中
学
四
年
の
時
に
、
何
ら
か
の
事

件
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
8
)
 

山
崎
良
幸
「
中
島
君
を
憶
う
」
(
『
中
島
敦
・
光
と
影
』
新
有
堂

平
成

元
年
三
月
)

(
9
)
 

そ
れ
故
に
、
他
の
作
品
で
同
テ

1
マ
を
展
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
も
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考
え
ら
れ
る
。
注

(
2
)
参
照
。

(
印
)

「
過
去
帳
」
や
「
北
方
行
」
に
、
似
た
よ
う
な
感
慨
が
登
場
す
る
。
そ

の
一
例
。

「
曾
て
自
分
に
も
多
少
は
感
覚
の
良
さ
が
あ
っ
た
時
分
に
は
、
私
は
そ
れ

に
の
み
奔
る
こ
と
を
倶
れ
て
、
自
分
の
欲
し
も
し
な
い
・
無
味
な
概
念
の

か
た
ま
り
を
考
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
を
鈍
く
し
よ
う
と
力
め
た
。
」

(
「
か
め
れ
お
ん
日
記
」
二
)

(
ふ
じ
む
ら

た
け
し
)

F
h
d
 

a
q
 




