
井
伏
鱒
二
に
お
け
る
中
間
小
説

ー
「
お
島
の
存
念
書
」
試
論
l

は
じ
め
に
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井
伏
鱒
二
の
「
お
島
の
存
念
書
」
(
昭
お
・

4
1
お・

7
)
は
、
「
誰
か
物
好
き

の
人
」
が
「
明
治
五
年
」
に
「
七
十
何
歳
の
お
島
と
い
ふ
老
婆
の
口
述
を
筆
記
し
」

た
「
口
書
」
と
い
う
体
裁
で
、
実
在
の
人
物
高
島
秋
帆
の
半
生
を
描
い
た
小
説
で

あ
る
。
「
若
年
の
こ
ろ
、
深
川
で
芸
者
を
し
て
ゐ
た
」
際
に
高
島
秋
帆
に
こ
と

目
ぽ
れ
」
し
、
天
保
十
二
年
春
に
は
、
い
わ
ゆ
る
秋
帆
の
疑
獄
事
件
に
連
座
し
た

女
性
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
架
空
の
人
物
」
お
島
を
語
り
手
に
据
え
、
お
島
に
よ

る
秋
帆
と
そ
の
時
代
に
ま
つ
わ
る
回
想
謂
と
し
て
物
語
は
進
行
し
て
い
く
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
、
高
島
秋
帆
を
主
人
公
に
し
た
歴
史
小
説
的
な
側
面
と
、

秋
帆
に
思
い
を
寄
せ
る
お
島
を
ヒ
ロ
イ
ン
に
し
た
恋
愛
物
語
的
な
側
面
と
が
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
り
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

楳
林
混
二
氏
の
「
『
お
島
の
存
念
書
』
考
l
井
伏
鱒
二
の
一
志
向
|
」
(
平
9
・

2
『
文
教
国
文
学
』
第
お

-
M
合
併
号
)
は
、
そ
の
い
わ
ば
二
面
性
に
注
目
し
、

作
品
を
分
析
し
て
い
る
。
「
第
二
次
大
戦
後
の
井
伏
鱒
二
の
文
学
」
に
は
「
戦
争

が
生
み
出
し
た
非
日
常
の
告
発
」
と
「
我
々
の
身
辺
に
存
す
る
、
日
常
庶
民
哀
歓

の
描
出
」
と
い
う
「
二
つ
の
事
象
描
出
の
隆
替
が
あ
」
り
、
「
お
島
の
存
念
書
」

吉
岡

木

伸

幸

は
「
そ
の
陸
替
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
そ
の
両
翼
を
一
つ
の
作
品
で
持
ち
、
そ
の

様
相
を
鮮
や
か
に
表
象
し
て
い
る
作
品
」
だ
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
細
は

後
に
記
す
と
し
て
、
棋
林
氏
の
見
解
は
こ
の
小
説
の
モ
チ
ー
フ
を
井
伏
文
学
全
体

の
中
か
ら
捉
え
分
析
し
た
点
に
お
い
て
、
的
を
射
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論

は
そ
れ
に
異
議
を
唱
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
が
し
か
し
、
こ
の

小
説
を
戦
後
の
日
本
文
学
史
の
中
に
置
き
、
改
め
て
検
討
し
て
み
た
場
合
、
い
ま

少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
そ
の
二
面
性
を
、
こ
と
に
お
島
の
恋
愛
物
語
の
側
面
を
捉

え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
少
し
考
察
す
る
所
以
で
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あ
る
。「

お
島
の
存
念
書
」
に
つ
い
て
、
最
初
に
そ
の
歴
史
小
説
と
い
う
側
面
か
ら
考

え
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
先
述
の
ご
と
く
、
棋
林
混
二
氏
が
こ
の
小
説

の
一
面
と
し
て
、
「
戦
時
体
制
」
の
「
告
発
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
指
摘
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
小
説
を
歴
史
小
説
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
以
下
に

そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
の
存
在
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ

記
す
よ
う
に
、
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る
ま
ず
「
お
島
の
存
念
書
」
の
史
実
に
拠
っ
た
あ
ら
す
じ
を
記
す
。
主
人
公
高
島

秋
帆
は
、
「
砲
術
の
練
達
者
」
と
し
て
注
目
さ
れ
、
幕
府
の
命
を
受
け
て
、
練
馬

村
に
近
い
徳
丸
原
で
「
砲
術
調
練
」
を
行
い
、
大
き
な
成
果
を
挙
げ
る
。
し
か
し

世
間
で
は
、
老
中
水
野
越
前
守
に
よ
る
天
保
の
改
革
の
下
、
町
奉
行
鳥
居
耀
蔵
ら

が
町
民
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、
洋
学
者
を
毛
嫌
い
す
る
な
ど
、
不
穏
な
空
気
が

流
れ
て
い
た
。
結
局
、
秋
帆
は
、
彼
の
成
功
を
妬
ん
だ
鳥
居
ら
に
よ
っ
て
、
多
く

の
洋
学
者
た
ち
と
と
も
に
菟
罪
で
陥
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
永
預
け
」
の
身
と
な
っ

た
秩
帆
は
、
武
州
阿
部
の
陣
屋
に
幽
閉
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
多
く
の
思
想
家
た
ち
を
弾
圧
し
、
ま
た
様
々

な
規
制
を
加
え
て
国
民
を
苦
し
め
た
、
戦
時
中
の
国
家
体
制
を
訪
併
さ
せ
る
も
の

と
言
え
は
し
ま
い
か
。

次
い
で
棋
林
氏
の
論
考
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
馬
春
部
の
「
解
説
」

(
角
川
文
庫
『
屋
根
の
上
の
サ
ワ
ン
』
昭
到
・
ロ
)
に
は
、
井
伏
か
ら
の
聞
き
書

き
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

町
奉
行
が
自
明
を
つ
か
つ
て
、
江
戸
市
中
の
掃
き
だ
め
や
塵
芥
箱
を
調
べ

さ
せ
、
ま
た
禁
制
の
絹
の
袖
裏
を
着
用
し
て
い
る
婦
人
の
扶
を
切
っ
て
廻
る

そ
の
ま
ま
戦
時
中
の
為
政
者
と
そ
の
周
囲
の
仕
業
と
同
断
で
あ

件
な
ど
は
、

る
。
当
時
の
不
愉
快
な
時
勢
に
対
す
る
憂
晴
ら
し
の
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
い

ぅ
。
こ
う
い
う
こ
と
も
戦
後
や
っ
と
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
戦
時
中
の
為
政
者
と
そ
の
周
囲
の
仕
業
と
同
断
」
だ
と
記
さ
れ
て
い

る
の
は
、
作
中
に
お
い
て
、
天
保
の
改
革
の
一
つ
、
「
質
素
倹
約
の
心
得
」
が
下

さ
れ
た
江
戸
市
民
の
受
難
を
描
い
た
場
面
を
指
す
。
そ
の
聞
き
書
き
の
通
り
、
そ

こ
で
の
記
述
は
、
「
賀
沢
は
敵
だ
!
」
と
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
た
、
戦
時

中
の
暗
い
世
相
と
確
か
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
例
え
ば
そ
の
場
面
に
は
、
「
野

菜
魚
鳥
の
食
物
は
季
節
外
れ
の
初
物
い
っ
さ
い
売
買
す
る
こ
と
相
成
ら
ず
」
と
い

う
「
御
禁
令
」
や
、
「
女
髪
結
ひ
も
御
法
度
」
と
い
う
「
御
禁
令
」
な
ど
が
記
さ

そ
れ
ら
は
昭
和
十
五
年
七
月
に
公
布
さ
れ
、
食
品
の
販
売
に
ま
で

制
限
を
加
え
た
「
者
修
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
」
や
、
十
四
年
六
月
に
決
定
さ

れ
た
女
性
の
「
電
髪
(
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
ウ
ェ
ー
ブ
)
禁
止
」
に
一
致
す
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。

れ
て
い
る
が
、

さ
ら
に
戦
時
体
制
を
告
発
す
る
気
配
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
に
も
濃
厚
で
あ
る
。

老
中
水
野
の
厳
し
い
改
革
に
よ
っ
て
、
「
火
の
消
え
た
や
う
」
に
な
っ
た
江
戸

「
い
ろ
ん
な
文
句
の
『
ち
ょ
ぼ
く
れ
』
」
、
す
な
わ
ち
幕
政
批
判

の
歌
が
流
行
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
語
り
手
兼
ヒ
ロ
イ
ン
の
お
島
も
、
「
苗

市
中
に
お
い
て
、

売
り
」
と
い
う
題
の
「
ち
ょ
ぼ
く
れ
」
を
歌
っ
て
お
り
、

そ
の
文
句
は
次
の
よ
う
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で
あ
る
。「

苗
や
苗
や
、
苗
は
よ
し
か
、
初
物
の
茄
子
が
な
い
、
胡
瓜
が
な
い
、
隠
元

豆
の
も
や
し
が
な
い
、
白
粉
あ
ん
ま
り
塗
り
手
が
な
い
、
こ
の
せ
つ
師
匠
の

花
見
が
な
い
、
浄
る
り
新
内
寄
場
が
な
い
:
:
:
」

こ
の
文
句
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
戦

時
下
の
国
民
生
活
を
調
査
し
た
過
程
で
、
『
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
第
三
十
号
(
昭

日・

3
・
幻
、
官
報
号
外
)
に
そ
れ
を
知
る
手
掛
か
り
が
見
つ
か
っ
た
。
昭
和
十

五
年
三
月
二
十
日
、
物
資
不
足
に
対
応
す
べ
く
「
食
料
確
保
ニ
関
ス
ル
決
議
案
」

が
可
決
さ
れ
た
際
、
安
藤
孝
三
議
員
が
国
民
の
声
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
紹
介
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

斯
ル
壇
上
デ
申
上
ゲ
ル
ノ
ハ
如
何
カ
ト
思
ヒ
マ
ス
ル
ガ
、
閣
僚
諸
公
ハ
或

ハ
御
存
ジ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
ノ
デ
、
昨
今
市
井
ニ
流
行
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
今



様
ノ
「
ナ
イ
/
¥
ヅ
ク
シ
」
ト
云
フ
ノ
ヲ
一
寸
御
紹
介
申
上
ゲ
マ
ス
、
「
米

ナ
イ
、
炭
ナ
イ
、
醤
油
ナ
イ
、
砂
糖
ナ
イ
、
味
噌
ナ
イ
、
燐
寸
ナ
イ
、
肥
料

ガ
ナ
イ
カ
ラ
オ
米
ガ
作
ラ
レ
ナ
イ
、
本
当
ニ
ヨ

l
ナ
イ
内
閣
ダ
」
ト
云
フ
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
(
笑
声
)
是
ガ
国
民
ノ
声
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

(
後
略
)

こ
こ
に
見
る
今
様
の
「
ナ
イ
ノ
¥
ヅ
ク
シ
」
、

つ
ま
り
戦
時
下
の
国
民
に
よ
る

政
府
批
判
の
歌
は
、
お
島
が
歌
う
「
苗
売
り
」
に
酷
似
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
だ

の
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

も
う
一
点
、
井
伏
は
「
史
実
も
の
に
つ
い
て
」
(
昭
叩
・
ロ

-
M
『
帝
国
大
学

新
聞
』
)
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
て

お
こ
う
。

私
も
昨
年
「
青
ケ
島
大
概
記
」
と
い
ふ
史
実
小
説
を
書
い
て
以
来
、
四
篇

史
実
小
説
を
書
い
て
み
た
。
(
中
略
)
一
面
の
理
由
を
い
っ
て
み
れ
ば
、
私

は
史
実
に
自
分
を
託
す
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
時
代
を
託
し
て
書
い
て
み

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
現
世
へ
の
欝
憤
も
反
抗
の
心
持
も
自
分
で
秘
か
に
癒

し
な
が
ら
、
し
か
も
外
面
さ
り
げ
な
く
史
実
に
託
し
て
書
け
そ
う
な
と
こ
ろ

に
史
実
小
説
を
書
く
面
白
さ
が
あ
る
。
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こ
の
文
章
は
戦
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
の
聞
き
書
き
に
よ
る

「
解
説
」
と
通
ず
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
十
数
年
後
に
書
か
れ
た
「
お
島
の
存
念
書
」

に
も
、
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
井
伏
は
史
実
に
「
戦
時
中
」

つ
っ
こ
の
小
説
を
創
り
上
げ
、
自
ら
の
心
に
溜
ま
っ
て

と
い
う
「
時
代
を
託
し
」

い
た
「
欝
憤
」
を
「
癒
し
」
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
、
歴
史
小
説
と
し
て
の
「
お
島
の
存
念
書
」
に
は
、
戦
争
告
発
と
い
う

モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
者
は
そ
う

し
た
一
方
で
、
全
て
を
お
島
の
目
を
通
し
て
描
い
て
い
る
故
に
、
そ
の
モ
チ
ー
フ

を
必
ず
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
、
高
島
秋
帆
に
寄
せ
る
お
島
の
恋
心
を
添
え
た
形

で
読
者
の
前
に
提
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
先
の
お
島
が
「
苗
売
り
」
を
歌
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
砲
術
指
南
の
た

め
に
秋
帆
が
江
戸
の
長
崎
屋
に
滞
在
し
た
折
、
お
島
が
女
中
に
姿
を
変
え
て
彼
に

近
づ
こ
う
と
す
る
場
面
の
中
で
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
お
島
は
、
時
に
秋
帆
か

ら
「
苗
売
り
殿
」
と
親
し
げ
に
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
畳
に
「
の
」
の
字
を
書

い
て
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
も
、
秋
帆
の
反
応
は
冷
た
く
、
お
島
は

思
わ
ず
涙
す
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が
、
む
し
ろ
主
た
る
物
語
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
小
説
の
一
つ
の
山
場
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
鳥
居
耀
蔵
や
、
幕

府
鉄
砲
方
の
井
上
左
太
夫
ら
が
秋
帆
を
つ
い
に
菟
罪
で
陥
れ
、
お
島
も
そ
れ
に
連

唱
E
ム

n
H
U
 

座
し
て
取
調
べ
を
受
け
る
に
至
っ
た
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
役
人
た
ち
は
、
お
島

の
こ
と
を
「
極
悪
人
に
助
勢
い
た
し
た
る
不
居
者
」
と
呼
び
捨
て
に
し
、
「
急
度

お
叱
り
」
の
刑
を
言
い
渡
し
て
秋
帆
に
「
証
さ
れ
た
鼻
く
た
女
の
や
う
に
悪
口
雑

言
」
す
る
。
対
し
て
お
島
は
役
人
た
ち
に
次
の
よ
う
に
言
い
放
つ
。

「
急
度
お
叱
り
、
有
難
う
存
じ
ま
す
。
で
も
俸
り
な
が
ら
、
私
、
秋
帆
先
生

に
置
さ
れ
た
こ
と
、
ま
だ
一
度
も
御
座
い
ま
せ
ぬ
。
秋
帆
先
生
に
証
さ
れ
な

か
っ
た
代
り
、
何
や
ら
狸
と
孤
に
証
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ぬ
。
お
や
、
そ

一
つ
穴
か
ら
這
ひ
出
し
て
、
揮
を
し
て
る
や
う
に
見
え
て
参
り

ま
し
た
。
そ
の
揮
も
、
見
た
と
こ
ろ
越
中
揮
の
や
う
で
御
座
ん
す
ね
。
お
や
、

越
中
俸
の
、
栂
か
つ
ぎ
で
御
座
い
ま
し
た
J

「
越
中
揮
」
と
は
「
水
野
越
前
守
」
を
「
当
て
こ
す
っ
た
も
の
」
で
、
「
揮
か

の
狸
と
狐
、
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つ
ぎ
の
弧
と
狸
」
と
は
ご
つ
穴
の
鳥
居
耀
蔵
と
井
上
左
太
夫
を
当
て
こ
す
っ
た
」

言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
お
島
の
「
辰
巳
風
の
吹
町
」
に
つ
い
て
、
棋
林
混
ニ
氏
は

「
戦
中
の
軍
国
体
制
へ
の
調
喰
が
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」

で
「
井
伏
の
そ
れ
ら

へ
の
憤
り
が
思
量
さ
れ
る
と
こ
ろ
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
幕
府
の
「
ご
威

光
」
を
守
る
た
め
に
進
歩
的
な
高
島
秋
帆
を
弾
圧
し
た
連
中
を
激
し
く
攻
撃
し
た

こ
の
言
葉
は
、
戦
時
中
に
共
産
主
義
等
の
思
想
弾
圧
を
行
っ
た
国
家
体
制
へ
の
、

天
皇
を
中
心
に
据
え
た
そ
の
為
政
者
た
ち
へ
の
批
判
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
井
伏
が
そ
の
よ
う
な
一
つ
の
意
図
を
も
っ
て
こ
の
言
葉
を
記
し
た
と
い
う
意

見
に
、
私
も
全
く
異
論
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
お
島
の
峻
町
は
、
「
秋
帆
先
生
に
読
さ
れ
た
こ
と
、
ま
だ
一
度
も

御
座
い
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
つ

ま
り
、
そ
こ
に
表
れ
た
お
島
の
怒
り
は
、
秋
帆
を
「
極
悪
人
」
と
決
め
つ
け
る
役

人
た
ち
か
ら
彼
を
庇
お
う
と
す
る
感
情
に
よ
っ
て
発
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

の
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
後
に
は
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
い
た
代
償
と
し
て
、

「
棒
で
打
ち
す
ゑ
ら
れ
」
た
上
に
、
場
刑
さ
れ
て
「
永
牢
の
云
ひ
渡
し
」
を
受
け

た
お
島
の
気
持
ち
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

悲
し
い
よ
り
も
口
惜
し
さ
が
先
に
立
ち
ま
し
た
が
、
こ
の
無
暫
な
身
の
上

を
秩
帆
先
生
が
ち
っ
と
も
御
存
じ
に
な
ら
な
い
と
思
ふ
と
、
急
に
悲
し
く
な

っ
て
涙
が
こ
ぼ
れ
て
参
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
小
説
に
お
い
で
あ
る
種
の
戦
争
告
発
が
為
さ

れ
る
際
に
、
そ
れ
と
併
せ
て
お
島
の
恋
愛
感
情
、
こ
と
に
秋
帆
を
思
い
つ
つ
も
、

そ
の
気
持
ち
が
届
か
ぬ
悲
し
い
恋
心
が
い
つ
も
決
ま
っ
た
よ
う
に
描
れ
て
い
る
の

そ
の
辛
口
の
モ
チ
!
ブ
が
お
島
の
恋
愛
(
悲
恋
)
物

が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

語
と
い
う
や
や
甘
口
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
く
る
ま
れ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
興
味
深
い
の
は
、
秋
帆
が
阿
部
の
陣
屋
に
幽
閉
さ
れ
る
物
語
の
終
盤
、

つ
ま
り
最
後
の
三
分
の
一
の
部
分
に
入
っ
て
か
ら
、
そ
の
お
島
の
悲
恋
物
語
の
趣

が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

刑
が
許
さ
れ
て
吉
原
に
芸
者
に
出
て
い
た
お
島
は
、
阿
部
の
陣
屋
に
幽
閉
さ
れ

た
秋
帆
に
会
い
た
い
と
願
う
。
そ
こ
で
馴
染
み
客
の
網
問
屋
に
旅
銀
を
出
さ
せ
、

彼
に
阿
部
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
。
そ
し
て
阿
部
に
と
ど
ま
っ
た
お
島
は
、

「
私
は
気
が
触
れ
て
ゐ
た
の
で
は
御
座
い
ま
せ
ぬ
。
た
だ
秋
帆
先
生
に
お
目
に
か

か
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
ろ
し
い
の
で
御
座
い
ま
し
た
」
と
い
う
気
持
ち
で
、
様
々
な

努
力
を
重
ね
る
。
し
か
し
結
局
は
う
ま
く
い
か
ず
、
「
私
は
も
う
秋
帆
先
生
に
お

目
に
か
か
れ
な
く
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
ふ
や
う
に
な
っ
て
を
り
ま
し
た
。
待

ち
く
た
び
れ
て
、
自
分
の
こ
と
を
嫌
や
ら
し
い
女
の
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
た
の
で

御
座
い
ま
す
」
と
考
え
る
。
お
島
は
秋
帆
に
会
う
こ
と
を
断
念
し
、
物
語
は
幕
を

閉
じ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
お
島
の
悲
恋
一
色
の
終
盤
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
戦
時

体
制
へ
の
告
発
は
影
を
潜
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
お
島
の
悲
恋
物
語
の
側
面
に
つ
い
て
、
先
述
の
ご
と
く
棋
林
混
二

の
「
哀
歓
」
を
「
描
出
」
す
る
と
い
う
、
井
伏
文
学
の
一

氏
は
、
「
日
常
庶
民
」

つ
の
主
要
モ
チ
ー
フ
の
表
現
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
戦
争
告
発
と

い
う
「
非
日
常
」
と
、
「
庶
民
哀
歓
」
の
「
描
出
」
と
い
う
「
日
常
」
と
が
、
一

作
の
中
で
「
隆
替
」
し
て
い
る
の
が
「
お
島
の
存
念
書
」
の
一
特
色
だ
と
記
す
。

加
え
て
、
こ
と
に
終
盤
に
至
っ
て
お
島
の
悲
恋
物
語
の
趣
が
強
く
な
っ
て
い
る
の

は
、
井
伏
が
「
書
き
ゆ
く
に
つ
れ
、
お
島
に
同
化
し
、
お
島
の
日
常
に
心
の
あ
り

そ
こ
に
作
者
の
「
日
常
へ
の
回
帰
」
が
認
め
ら
れ

か
が
傾
い
た
」
た
め
で
あ
り
、

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

槙
林
混
二
氏
の
意
見
は
、
井
伏
文
学
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
、
作
者
の
内
的
モ



チ
ー
フ
と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
大
い
に
説
得
力
が
あ
ろ
う
。
し

か
し
こ
の
お
島
の
悲
恋
の
描
か
れ
方
は
、
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
文
学

界
の
潮
流
に
目
を
向
け
て
捉
え
直
す
必
要
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
お
島
の
悲
恋
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
井
伏
は
次
の
よ
う
な
二
つ
の
描

写
を
加
え
て
い
る
。

ま
ず
武
州
阿
部
に
到
着
し
た
お
島
が
、
旅
銀
を
出
さ
せ
た
絹
問
屋
と
旅
館
で
一

夜
を
と
も
に
す
る
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

絹
問
屋
さ
ん
は
(
中
略
)
蒲
団
の
な
か
の
腹
這
ひ
で
、
私
に
喫
ひ
っ
け
煙

草
を
渡
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
の
道
中
、
畑
の
麦
穂
波
ば
っ
か
り
見
な

が
ら
来
た
せ
ゐ
か
、
寝
て
ゐ
る
私
の
頬
に
触
っ
て
来
る
絹
問
屋
さ
ん
の
ほ
つ

れ
毛
が
、
い
が
ら
っ
ぽ
い
や
う
な
気
が
し
て
厭
や
で
し
た
。

次
い
で
阿
部
に
と
ど
ま
っ
た
お
島
が
、
土
地
の
顔
役
累
代
五
郎
助
を
利
用
し
よ

う
と
企
み
、
彼
と
酒
食
を
と
も
に
す
る
が
、
五
郎
助
に
機
嫌
を
損
ね
ら
れ
る
様
子

を
次
の
よ
う
に
描
く
。

五
郎
助
は
膨
れ
面
を
し
て
、
ふ
い
と
立
っ
て
手
洗
ひ
に
行
き
ま
し
た
。
部
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い
き
な
り
私
の
横
に
坐
り
込
み
ま
し
た
。
私
は
お
酌

す
る
つ
も
り
で
一
升
徳
利
を
手
に
取
り
ま
し
た
。
五
郎
助
は
私
の
肩
に
手
を

ま
は
し
ま
し
て
、
私
が
肩
で
そ
れ
を
押
し
の
け
る
と
、
矢
庭
に
私
を
横
倒
し

に
し
て
、
両
足
の
親
指
を
右
と
左
に
分
け
て
空
に
つ
ま
み
あ
げ
ま
し
た
。
痛

屋
に
戻
っ
て
来
る
と
、

く
て
痛
く
て
、
そ
れ
こ
そ
痛
い
の
な
ん
の
っ
て
耐
へ
が
た
い
痛
さ
で
御
座
い

ま
し
た
。
同
じ
い
た
づ
ら
に
し
ま
し
で
も
、
こ
の
や
う
な
手
荒
ら
な
仕
方
に

は
、
私
、
長
い
あ
ひ
だ
の
水
商
売
で
も
、
は
じ
め
て
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
。

一
升
徳
利
が
畳
の
上
に
こ
ろ
が
り
ま
し
た
。

「
オ
カ
ン
さ
あ
ん
、
オ
カ
ン
さ
あ
ん
、
徳
利
が
こ
ろ
が
っ
た
:
:
:
」

と
、
私
は
夢
中
で
手
を
鳴
ら
し
ま
し
た
.

五
郎
助
は
弾
じ
か
れ
た
や
う
に
手
を
放
し
て
、
急
い
で
床
の
間
を
背
に
お

膳
の
前
に
坐
り
ま
し
た
。

秋
帆
に
会
う
た
め
に
、
前
者
は
好
き
で
も
な
い
男
と
同
会
す
る
お
島
を
描
き
、

後
者
は
利
用
し
よ
う
と
し
た
相
手
か
ら
逆
に
襲
わ
れ
る
お
島
を
描
き
、
と
も
に
こ

の
作
家
に
し
て
は
珍
し
い
、
艶
の
あ
る
や
や
色
っ
ぽ
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

実
は
こ
の
よ
う
な
部
分
、
つ
ま
り
こ
の
作
家
ら
し
く
節
度
の
あ
る
書
き
方
で
は

あ
る
が
、
や
や
色
っ
ぽ
い
表
現
を
加
味
し
て
お
島
の
悲
恋
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ

に
、
時
流
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
井
伏
の
苦
心
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
「
お
島
の
存
念
書
」
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
文
学
界
の
趨

勢
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

勺

JQ
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「
お
島
の
存
念
書
」
は
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
二
十
六
年
に
か
け
て
発
表
さ
れ

た
。
こ
の
時
期
の
文
学
史
的
状
況
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き

た
い
。
昭
和
二
十
年
の
敗
戦
を
切
っ
掛
け
に
、
そ
れ
か
ら
数
年
の
聞
に
多
く
の
新

聞
、
雑
誌
が
創
刊
、
復
刊
し
、
そ
れ
に
伴
い
読
者
の
質
も
変
化
し
、

と
言
わ
れ
る
小
説
が
現
れ
、
多
く
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

〈
中
間
小
説
〉

中
間
小
説
と
は
、
ご
く
一
般
的
に
「
純
文
学
と
大
衆
小
説
(
通
俗
小
説
)
と
の

中
間
を
ゆ
く
小
説
」
を
言
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
純
文
学
.
の
持
つ
文
学
性
や
芸
術

性
と
、
大
衆
文
学
の
持
つ
娯
楽
性
や
物
語
性
を
併
せ
持
っ
た
小
説
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
高
い
理
想
を
持
っ
た
作
品
に
与
え
ら
れ
る
言
葉
で

あ
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
村
松
剛
が
「
擬
似
純
文
学
、
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擬
似
通
俗
小
説
へ
の
総
称
」
と
記
し
た
よ
う
に
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
否
定
的
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
善
し
悪
し
を
問
う

つ
も
り
は
な
い
。
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
の
中
間
小
説
と
言
わ
れ
る

作
品
が
、
多
く
の
創
刊
、
復
刊
し
た
雑
誌
、
例
え
ば
『
日
本
小
説
』
(
昭
2
・
5

創
刊
)
、
『
小
説
新
潮
』
(
昭
2
・
9
創
刊
)
、
『
小
説
公
園
』
(
昭
お
・
-
創
刊
)
、
『
オ

ー
ル
読
物
』
(
昭
幻
・
叩
復
刊
)
な
ど
の
要
請
も
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
年
代
に
は
盛

行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
雑
誌
は
、
ご
く
普
通
に
〈
中
間
小
説

誌
〉
と
呼
び
習
わ
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
お
島
の
存
念
書
」
は
、
こ
の
よ
う
な
時
流
の
中
、
第
一
部
(
題
「
お
島
の
存

念
書
」
)
を
『
小
説
公
園
』
昭
和
二
十
五
年
四
月
号
に
、
第
二
部
(
題
「
お
島
の

語
る
秋
帆
先
生
」
〉
を
『
小
説
公
園
』
昭
和
二
十
六
年
四
月
号
に
、
第
三
部
(
題

「
阿
部
の
陣
屋
」
)
を
『
オ

l
ル
読
物
』
昭
和
二
十
六
年
七
月
号
に
そ
れ
ぞ
れ
分

載
す
る
形
で
発
表
さ
れ
、
単
行
本
『
吉
凶
う
ら
な
ひ
』
(
昭
幻
・

1
、
文
芸
春
秋

新
社
)
収
録
に
あ
た
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
初
出
時
に
は
、
い

わ
ゆ
る
中
間
小
説
誌
に
発
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
作
者
は
こ

の
小
説
を
そ
れ
相
応
の
作
品
と
し
て
書
く
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
『
お
島
の
存
念
書
』
は
、
史
実
に
託
し
た
戦
争
告
発
と
い
う
、

い
わ
ゆ

る
純
文
学
的
な
モ
チ
ー
フ
と
、
お
島
の
悲
恋
と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
的
な

物
語
性
と
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
作
者
が
こ
の
小
説
を
中
間
小
説
と
し
て
書
い
た

こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
井
伏
が
そ
れ
を
中
間
小
説
と
し
て
ど
の
よ

う
な
形
に
仕
上
げ
た
か
で
あ
る
。
『
小
説
公
園
』
、
『
オ

l
ル
読
物
』
両
誌
の
誌
面

の
傾
向
か
ら
、
当
時
の
一
般
的
な
中
間
小
説
の
特
色
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
『
オ

l
ル
読
物
』
は
、
昭
和
二
十
一
年
十
月
の
復
刊
号
に
お
い
て
、
そ
の

「
編
輯
後
記
」
に
、
「
イ
ン
テ
リ
向
き
の
高
級
娯
楽
雑
誌
と
呼
ば
れ
」
た
「
名
誉

あ
る
伝
統
を
ま
も
っ
て
、
美
し
い
、
た
の
し
い
、
誰
に
で
も
親
し
ま
れ
る
立
派
な

雑
誌
を
育
て
あ
げ
て
ゆ
き
た
い
」
と
い
う
「
念
願
」
を
記
し
て
い
る
。

一
方
の
『
小
説
公
園
』
は
、
二
十
五
年
一
月
の
創
刊
号
の
後
記
に
あ
た
る
「
編

輯
室
」
で
、
「
誰
で
も
が
愉
し
め
る
立
派
な
小
説
に
充
ち
、
気
品
が
あ
っ
て
新
鮮

で
美
し
さ
に
溢
れ
た
雑
誌
を
創
り
た
い
と
い
ふ
念
願
」
の
下
で
同
誌
が
出
発
し
た

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
両
誌
の
い
わ
ば
復
刊
、
創
刊
の
辞
を
読
み
較
べ
て
気
づ
か
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
伝
統
に
関
す
る
記
述
を
別
に
す
れ
ば
、
多
少
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は

あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
〈
美
し
い
こ
と
〉
と
〈
た
の
〈
愉
)
し
い
こ
と
〉
を
重
視
し
、

誌
面
作
り
の
上
で
よ
く
似
た
「
念
願
」
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
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こ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
和
田
芳
恵
に
よ
れ
ば
、
『
小
説
公
園
』
の
「
(
創

刊
時
の
)
編
集
名
義
人
の
吉
川
晋
は
英
治
の
末
弟
で
、
同
僚
幹
部
の
石
井
英
之
助

と
と
も
に
文
芸
春
秋
社
員
だ
っ
た
」
た
め
、
同
誌
は
文
芸
春
秋
社
が
刊
行
し
て
い

た
「
『
オ
l
ル
読
物
』
に
近
い
編
集
だ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
小
説

公
園
』
、
『
オ
ー
ル
読
物
』
両
誌
は
、

そ
の
戦
後
の
出
発
点
に
お
い
て
近
い
関
係
の

編
集
者
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
て
い
た
た
め
、
お
そ
ら
く
は
後
発
の
『
小
説
公
園
』
が

伝
統
あ
る
『
オ

l
ル
読
物
』
に
倣
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
誌
面
の
方
向
性
に
お
い
て

両
誌
は
重
な
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
お
島
の
存
念
書
」
が
『
小
説
公
園
』
と
『
オ
ー
ル
読
物
』
に
分
載
さ
れ
た
の

も
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
よ
う
な
両
誌
の
関
係
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
誌
面
作
り
で
目
指
す
と
こ
ろ
の
影
響
が
そ
こ
に
表
れ
て
い
る
可
能
性
は
高
い
。

し
か
し
〈
美
し
い
こ
と
〉
と
か
〈
た
の
し
い
こ
と
〉
と
い
っ
た
言
い
方
は
や
や
漠



然
と
し
て
い
る
。
二
つ
の
雑
誌
の
方
向
性
に
つ
い
て
、

い
ま
少
し
具
体
的
に
踏
み

込
ん
で
み
た
い
。

『オ

1
ル
読
物
』
復
刊
号
の
「
編
輯
後
記
」
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
な
言
葉
も
記
さ
れ
て
い
た
。

色
っ
ぽ
い
読
物
も
た
く
さ
ん
盛
り
ま
し
た
。
(
中
略
)
愛
慾
を
通
し
て
人

生
の
真
実
を
描
い
た
も
の
で
す
。
ま
た
小
説
や
読
物
に
必
然
的
に
に
ぢ
み
出

て
く
る
色
っ
ぽ
さ
と
い
ふ
も
の
を
、
排
撃
す
る
必
要
は
な
い
と
思
ひ
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
「
色
っ
ぽ
い
読
物
」
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
復
刊
号
に
掲
載
さ
れ

た
邦
枝
完
二
の
「
好
色
五
人
女
」
、
小
池
忠
雄
の
「
接
吻
」
、
松
井
翠
撃
の
「
ラ
ヴ

-
シ
ィ
ン
物
語
」
な
ど
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
復
刊
号

に
つ
い
て
記
し
た
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
後
の
『
オ

l
ル

読
物
』
の
誌
面
の
、
ま
た
『
小
説
公
園
』
の
誌
面
の
、

一
つ
の
方
向
性
も
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

例
え
ば
、
「
お
島
の
存
念
書
」
の
第
一
部
が
掲
載
さ
れ
た
『
小
説
公
園
』
の
二

十
五
年
四
月
号
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
目
次
に
は
井
伏
の
同
作
を
含
め
て
九
本
の

「
傑
作
読
切
小
説
」
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
井
伏
は
右
か
ら
三
番
目

に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
右
端
の
冒
頭
に
は
田
村
泰
次
郎
の
「
女
の
復
讐
」
と
題

し
た
中
篇
が
置
か
れ
、
左
端
の
結
び
に
は
「
川
端
康
成
氏
推
薦
の
新
人
」
と
の
肩
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書
が
付
け
ら
れ
た
小
磯
な
つ
子
に
よ
る
「
雪
化
粧
」
と
い
う
長
篇
が
置
か
れ
、
田

村
と
小
磯
の
作
品
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
田
村
の
作
は
、
戦

時
中
に
愛
人
の
将
校
に
棄
て
ら
れ
た
こ
と
で
、
軍
の
慰
安
婦
に
落
ち
た
過
去
を
持

つ
ヒ
ロ
イ
ン
の
雅
代
が
、
戦
後
に
な
っ
て
自
分
の
肉
体
を
武
器
に
金
儲
け
な
ど
を

し
て
、
か
つ
て
の
愛
人
に
復
讐
し
よ
う
と
す
る
、
か
な
り
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
物
語
で

バ
レ
エ
教
師
の
葉
村
英
二
と
そ
の
教
え
子
の
三
千
子
が

あ
る
。

小
磯
の
そ
れ
は
、

恋
仲
と
な
る
が
、
三
千
子
に
は
既
に
三
十
も
歳
の
離
れ
た
夫
が
い
た
と
い
う
、
や

や
お
決
ま
り
の
悲
し
い
恋
の
物
語
で
あ
る
。

つ
ま
り
ど
ち
ら
も
あ
る
種
の
女
性
の

色
っ
ぽ
さ
、
愛
慾
、
あ
る
い
は
恋
愛
を
前
面
に
押
し
出
し
た
小
説
で
あ
り
、

公
園
』
の
一
つ
の
方
向
性
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
同
誌
は
同
じ
号
に
「
女

体
の
五
つ
の
美
」
と
題
し
た
グ
ラ
ビ
ア
を
組
み
、
芸
術
的
に
で
は
あ
る
が
、
女
性

の
美
し
さ
を
視
覚
的
に
活
か
し
た
誌
面
で
あ
っ
た
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
。
ま

た
説
明
は
略
す
が
、
第
二
部
が
掲
載
さ
れ
た
同
誌
の
二
十
六
年
四
月
号
の
誌
面

も
、
ほ
ぽ
同
じ
傾
向
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

『
小
説

さ
ら
に
第
三
部
が
載
っ
た
『
オ

l
ル
読
物
』
の
二
十
六
年
七
月
号
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
何
よ
り
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
異
色
恋
愛
小
説
三
人
集
」
と
銘

打
っ
た
企
画
が
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
企
画
は
、
久
生
十
聞
の
短
篇

「
白
雪
姫
」
と
、
井
上
靖
の
短
篇
「
夜
明
け
の
海
」
と
を
並
べ
、

そ
し
て
も
う
一
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本
と
し
て
、
実
は
「
お
島
の
存
念
書
」
の
第
三
部
、
つ
ま
り
井
伏
鱒
二
の
「
阿
部

の
陣
屋
」
を
収
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
「
異
色
恋
愛
小
説
」
の
詳

細
は
も
は
や
記
さ
な
い
が
、
同
号
の
目
次
を
見
る
と
、
久
生
の
作
に
は
「
氷
河
を

舞
台
に
淫
蕩
女
ハ
ナ
を
鏡
っ
て
起
る
哀
愁
悲
恋
の
物
語
り
」
と
の
、
井
上
の
作
に

は
「
心
中
事
件
に
纏
わ
る
愛
情
を
追
及
し
て
遂
に
人
間
の
本
心
を
衝
く
」
と
の
、

そ
し
て
井
伏
の
に
は
「
粋
な
深
川
芸
者
『
お
島
』
の
高
島
秋
帆
へ
の
恋
慕
を
描
い

そ
れ
ぞ
れ
添
え
ら
れ
て
い
る
。
復
刊
号
の
「
編
輯
後

て
絶
妙
」
と
の
コ
ピ
ー
が
、

記
」
に
示
さ
れ
て
い
た
一
つ
の
方
向
性
が
、
同
号
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
女
性
の
お
色
気
と
恋
愛
(
こ
と
に
悲
恋
)
が
、

お
そ
ら
く
は
戦
前
の
抑
圧
の
反
動
も
あ
っ
て
、
小
説
の
題
材
と
し
て
、
こ
の
時
期

に
は
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
た
の
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
だ
け
に
、
中
間
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小
説
の
重
要
な
要
素
と
し
て
そ
れ
ら
は
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
『
小
説

公
園
』
と
『
オ

i
ル
読
物
』
で
は
、
両
誌
が
「
念
願
」
す
る
美
し
く
、
た
の
し
い

誌
面
作
り
の
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
を
表
す
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ

る
。
そ
し
て
「
お
島
の
存
念
書
」
に
も
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
中
間
小
説
の
類
型

に
則
っ
た
部
分
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
お
島

の
悲
恋
物
語
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
井
伏
ら
し
く
抑
え
た
書
き
方
で
は
あ
る
が
、

お
島
を
や
や
色
っ
ぽ
く
描
い
た
場
面
が
見
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
こ
に
来
て
、
そ
の
終
盤
に
お
島
の
悲
恋
物
語
の
趣
が
強
め
ら
れ
て
い

る
理
由
も
見
え
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
部
分
は
、
初
出
で
は
第
三
部
「
阿
部

の
陣
屋
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
異
色
恋
愛
小
説
三
人
集
」
と

銘
打
っ
た
企
画
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
対
し
て
初
出
時
に
第
一
部
、
第
二
部
だ
っ

た
部
分
は
、
特
に
そ
の
よ
う
な
企
画
の
中
に
な
く
、
あ
く
ま
で
一
つ
の
小
説
と
し

て
発
表
さ
れ
て
い
た
。
も
し
第
三
部
の
組
み
込
ま
れ
て
い
た
企
画
が
、
作
者
の
執

筆
段
階
か
ら
決
定
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
井
伏
は
そ
の
部
分
を
「
異

色
恋
愛
小
説
」
と
い
う
制
約
の
下
で
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
第
一
部
や
第
二
部
の
場
合
も
、
発
表
誌
が
『
小
説
公
園
』
で
あ
る
以

上
、
恋
愛
は
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
企
画
内
に
あ
る

の
と
は
違
い
、
恋
愛
を
必
ず
し
も
強
く
打
ち
出
す
必
要
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
部
で
は
、

そ
の
制
約
に
よ
り
、
恋
愛
を
第
一
に
描
か
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
三
つ
の
部
分
を
一
つ
に

ま
と
め
た
「
お
島
の
存
念
書
」
と
し
て
見
た
場
合
、

バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
お
島
の
存
念
書
」
の
終
盤
に
は
、

発
表
誌
の
要
請
が
よ
り
強
く
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
小
説
が
時
流
に
対
応

し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
が
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
の
ご
と
く
、
「
お
島
の
存
念
書
」
は
、
史
実
に
託
し
た
戦
争
告
発
と
い
う

側
面
と
、
お
島
の
悲
恋
物
語
と
い
う
側
面
を
持
ち
、
特
に
後
者
に
は
お
色
気
の
要

素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
発
表
当
時
に
盛
行
し
て
い
た
中
間
小
説
の
一

つ
の
類
型
に
則
っ
た
作
品
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
・
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
『
小

説
公
園
』
と
『
オ

l
ル
読
物
』
と
い
う
発
表
誌
の
要
請
が
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

終
盤
に
な
っ
て
お
島
の
悲
恋
に
傾
き
す
ぎ
て
し
ま
う
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
に

も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
時
流
に
応
じ
て
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
作
者
の
苦
心
が

窺
わ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
こ
の
「
お
島
の
存
念
書
」
に
は
、
文
学
者
と
し

て
自
ら
に
妥
協
を
許
さ
ぬ
井
伏
の
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
戦
争
告
発
と
い
う
辛
口

の
モ
チ
ー
フ
に
そ
の
文
学
性
が
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

や
や
お
色
気
を
も
た
せ
た
二
つ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
表
現
に
は
節
度
が
あ

り
、
品
位
は
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
「
お
島
の
存

念
書
」
は
、
時
流
に
対
す
る
井
伏
の
苦
心
と
抵
抗
の
あ
り
方
を
示
し
て
く
れ
る
一

作
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

注

(
1
〉
「
覚
え
書
」
(
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
第
二
巻
(
昭

ω
・
口
、
新
潮
社
〉
)
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
『
お
島
』
と
云
ふ
の
は
架
空
の
人
物
で
、
『
秋
帆
』

は
実
在
の
人
物
で
あ
る
・
」

(
2
)
本
論
に
お
い
て
、
日
本
の
戦
時
中
に
つ
い
て
の
検
証
は
、
江
口
圭
一
著
『
大
系

日
本
の
歴
史
M
二
つ
の
大
戦
』
(
平
元
・
5
、
小
学
館
)
、
『
国
史
大
辞
典
』
全
十
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五
巻
(
紹
只
・

3
i
平
9
・
3
、
吉
川
弘
文
館
)
な
ど
に
拠
っ
た
・

(3)
棋
林
混
二
氏
は
、
「
お
島
の
存
念
書
」
に
お
け
る
初
出
稿
か
ら
単
行
本
『
吉
凶

う
ら
な
ひ
』
収
録
に
あ
た
っ
て
の
推
敵
、
さ
ら
に
『
井
伏
鱒
二
自
選
全
集
』
第

二
巻
収
録
に
あ
た
っ
て
の
改
稿
の
あ
り
方
を
検
証
し
て
い
る
・
そ
れ
ら
に
お
い

て
井
伏
は
、
お
島
の
恋
愛
の
過
剰
さ
を
削
る
な
ど
し
て
、
「
日
常
へ
の
深
入
り
」

を
「
修
正
」
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
と
言
う
・
ま
た
、
初
出
時
の
第
二
部

「
お
島
が
語
る
秋
帆
先
生
」
に
は
、
ち
ょ
ぼ
く
れ
を
歌
う
お
島
に
つ
い
て
詳
し
く

記
し
た
前
書
き
が
あ
り
、
そ
れ
を
単
行
本
収
録
に
あ
た
っ
て
、
秋
帆
が
長
崎
屋

に
泊
ま
っ
て
い
る
頃
の
お
島
の
説
明
と
し
て
組
み
込
ん
で
い
る
こ
と
に
触
れ
、

「
反
骨
芸
者
の
語
る
秋
帆
の
悲
劇
と
幕
制
批
判
」
か
ら
「
秋
帆
へ
の
心
を
通
わ
し

て
ゆ
く
反
骨
の
芸
者
お
島
と
秋
帆
の
物
語
へ
と
変
わ
っ
て
き
て
い
る
気
配
が
あ

る
」
と
も
記
し
て
い
る
・
機
林
氏
は
「
日
常
」
と
「
非
日
常
」
の
「
隆
替
」
を

以
上
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
・

(
4
)
今
村
忠
純
「
中
間
小
説
」
(
『
研
究
資
料
現
代
日
本
文
学
小
説
・
戯
曲
』
昭
釘

-
9
、
明
治
書
院
)

(5)
村
松
剛
「
中
間
小
説
論
|
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
l
」
(
昭

m
・
ロ
『
文

学
界
』
)

(6)
戦
後
、
『
オ
l
ル
読
物
』
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
に
ま
ず
復
刊
し
た
が
、
用
紙
難

の
た
め
再
び
休
刊
が
重
な
っ
た
・
二
十
一
年
十
月
号
か
ら
以
降
、
継
続
発
行
さ
れ

た
た
め
、
同
号
が
事
実
上
の
戦
後
復
刊
号
と
見
倣
さ
れ
る
・

(
7
)
「
小
説
公
園
」
(
日
本
近
代
文
学
館
・
小
田
切
進
縞
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』

第
五
巻
〈
昭
臼
・
口
、
講
談
社
〉
)

(
8
)
『
小
説
公
国
』
創
刊
号
の
冒
頭
に
は
、
「
名
作
温
泉
め
ぐ
り
」
と
題
し
た
グ
ラ
ビ

ア
が
組
ま
れ
て
い
る
・
そ
こ
に
は
入
浴
中
の
女
性
の
姿
が
多
く
写
さ
れ
て
お
り
、

戦
前
の
反
動
も
あ
っ
て
、
女
性
の
美
し
さ
ゃ
あ
る
種
の
お
色
気
を
視
覚
的
に
も
活

か
そ
う
と
す
る
同
誌
の
一
特
色
が
表
れ
て
い
る
・

(
9
)
例
え
ば
同
号
に
は
、
宮
内
寒
禰
の
「
隣
室
の
女
」
、
池
田
み
ち
子
の
「
ど
ん
底
の
貞

操
」
、
土
師
清
二
の
「
金
髪
の
女
」
な
ど
の
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
上
に
、
そ

の
目
次
に
は
イ
ラ
ス
ト
風
に
女
性
の
裸
体
が
描
か
れ
て
い
る
・

井
伏
鱒
ニ
の
作
品
引
用
は
、
全
て
『
井
伏
鱒
二
全
集
』
全
二
十
八
巻
別
巻
二
(
平
8
・

n
i平
ロ
・

3
、
筑
摩
書
房
)
に
拠
っ
た
・
ま
た
、
そ
の
他
の
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
全

て
新
字
体
に
改
め
た
・

(
た
か
ぎ

の
ぷ
ゆ
き
、
ラ
・
サ
l
ル
中
学
校
・
高
等
学
校
教
諭
)

巧

t
n『
ν




