
葛

西

善

蔵

の

方

法

－
「
悉
く
者
」
を
中
心
に
－

か
つ
て
宇
野
浩
二
は
、
私
小
説
に
つ
い
て
書
い
た
有
名
な
文
章
（
「
「
私
小

（1）

説
」
私
見
」
）
の
中
で
、
葛
西
善
蔵
に
つ
い
て
（
日
本
人
の
番
い
た
ど
ん
な
優
れ

た
本
格
小
説
で
も
、
葛
西
菩
蔵
が
心
境
小
説
で
到
達
し
た
位
置
ま
で
行
っ
て
ゐ

る
も
の
は
一
つ
も
な
い
と
思
は
れ
る
）
と
い
い
、
（
小
説
も
此
高
さ
、
此
境
地

に
迄
立
っ
て
見
た
な
ら
、
多
く
の
他
の
小
説
は
何
等
か
の
意
味
で
通
俗
的
だ
と

い
へ
な
い
だ
ら
う
か
）
と
ま
で
述
べ
て
い
た
。
絶
賛
と
い
っ
て
い
い
評
価
で
あ

か
が
、
こ
う
し
た
評
価
は
こ
の
当
時
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

一
々
の
引
用
は
控
え
る
が
、
葛
西
善
蔵
の
作
品
が
、
日
本
の
作
家
の
達
し
得
た

最
高
の
作
品
の
一
つ
だ
と
目
さ
れ
た
時
代
が
、
碓
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
評
価
は
急
速
に
薄
ら
い
で
い
き
、
今
日
で
は
、
歴
史

的
存
在
と
し
て
文
学
史
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
論
の
対
象
と
し
て

（2）

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う

点
か
ら
す
れ
ば
、
葛
西
の
同
時
代
の
評
価
と
今
日
の
評
価
と
の
問
に
は
際
だ
っ

た
差
が
あ
る
と
い
え
そ
う
だ
が
、
同
時
代
に
も
辛
辣
な
葛
西
評
が
存
在
し
な

樫

　

原

　

　

　

　

修

い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
正
宗
白
鳥
は
「
志
賀
直
哉
と
葛
西
善
蔵
」
（
「
中
央

公
論
」
昭
3
・
1
0
）
に
お
い
て
、
（
「
葛
西
羊
蔵
全
集
」
を
披
い
て
、
幾
つ
か
の

短
篇
を
続
け
て
読
ん
で
、
私
は
ウ
ン
ザ
リ
し
た
。
「
暗
鬱
、
孤
独
、
貧
乏
」
の

生
活
記
録
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
外
形
的
に
も
思
想
的
に
も
単
調
を

（3）

極
め
て
あ
る
。
（
中
略
）
氏
の
創
作
力
の
貧
し
さ
に
、
私
は
驚
い
た
。
）
と
述
べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
白
鳥
の
批
評
眼
の
正
し
さ
を
証
明
し
た
と
も
い
え

そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
本
稿
が
葛
西
羊
蔵
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
こ
に
、
今
日
は
見
失

わ
れ
た
卓
越
し
た
文
学
性
を
兄
い
だ
し
、
再
評
価
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な

い
。
私
的
な
感
受
を
い
え
ば
、
私
自
身
の
捉
え
方
も
、
白
鳥
の
そ
れ
に
き
わ
め

て
近
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
作
家
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る

の
は
、
そ
れ
を
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
の
素
材
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

そ
の
間
題
と
は
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
の
問
題
で
あ
る
。

私
は
か
つ
て
、
志
賀
直
哉
に
関
す
る
論
が
、
実
生
活
と
作
品
を
め
ぐ
る
ト
ー
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ト
ロ
ジ
ー
を
な
し
て
お
り
、
実
質
的
に
は
何
事
を
も
証
明
し
得
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
隼
〉
今
日
に
お
い
て
は
そ
う
し
た
問
題
を
、
も
っ
と

組
級
的
に
、
根
本
的
に
考
察
し
た
海
外
の
成
果
の
い
く
つ
か
も
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
し
た
成
果
の
一
つ
に
、
鈴
木
登
美
氏
の
r
語
ら
れ
た
自
己
－
日
本

近
代
の
私
小
説
言
説
－
」
（
大
内
和
子
・
雲
和
子
訳
、
岩
波
書
店
、
平
蔓
が

あ
る
が
、
そ
こ
で
鈴
木
氏
は
、
（
「
私
小
説
」
と
い
う
語
は
、
明
確
に
こ
れ
と
特

シ

ニ

フ

ィ

エ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

シ

二

7

ィ

7

ン

定
で
き
る
記
号
内
容
を
も
た
な
い
、
強
力
で
流
動
的
な
記
号
表
現
と
し
て
広
く

流
通
し
、
影
響
力
の
大
き
い
ひ
と
つ
の
批
評
言
説
を
生
み
出
し
た
）
と
述
べ
、

（
私
小
説
は
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
反
し
、
対
象
指
示
上
、
主
題
上
、
形
式
上

の
何
ら
か
の
客
観
的
な
特
性
に
よ
っ
て
定
義
で
き
る
よ
う
な
ジ
ャ
ン
ル
で
は
な

い
）
の
で
あ
り
、
（
私
小
説
は
ひ
と
つ
の
読
み
の
モ
ー
ド
と
し
て
定
義
す
る
の

が
最
も
妥
当
で
あ
る
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
冒
頭
に
引
用
し
た
宇
野
浩
二

の
論
も
、
そ
う
し
た
読
み
の
モ
ー
ド
の
形
成
に
与
っ
た
論
と
し
て
引
か
れ
て
い

る
の
だ
が
、
問
題
は
、
そ
の
後
の
葛
西
論
の
多
く
も
、
葛
西
作
品
の
意
味
（
人

生
的
意
味
）
や
内
在
的
特
徴
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
読

み
の
モ
ー
ド
を
反
復
し
、
補
強
し
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
今
必
要
な
の
は
、
葛
西
論
の
方
向
を
転
換
す
る
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
作
品
の
内
在
的
な
意
味
を
探
そ
っ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ

当
時
の
私
小
説
論
議
の
中
で
葛
西
が
重
視
さ
れ
た
の
か
、
鈴
木
氏
の
い
わ
ゆ

る
私
小
説
言
説
に
、
葛
西
の
作
品
は
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
適
合
的
な
の
か
を

問
う
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
を
考
え
る
に
は
、
当
時
の
私

小
説
論
を
見
、
そ
れ
と
の
関
連
で
葛
西
を
見
、
両
者
を
往
復
す
る
形
で
論
ず

る
こ
と
も
一
つ
の
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ば
意
味
を

度
外
視
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
葛
西
の
方
法
を
客
観
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
試
み
る
。

＊

葛
西
善
蔵
の
全
作
品
を
時
系
列
的
に
眺
め
て
、
ま
ず
気
づ
く
の
は
、
小
説
に

使
用
さ
れ
る
人
称
が
執
筆
時
期
に
対
応
し
て
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
処
女
作
の
「
衷
し
き
父
」
　
（
「
寄
蹟
」
大
元
・
9
）
か
ら
「
兄

と
弟
」
（
「
大
学
及
大
学
生
」
大
7
・
5
）
ま
で
の
作
品
で
は
、
唯
一
の
例
外
を

除
い
て
三
人
称
が
用
い
ら
れ
「
「
遁
走
」
（
「
新
小
説
」
大
7
・
1
1
）
で
（
私
）

と
い
う
一
人
称
が
用
い
ら
れ
て
か
ら
は
三
人
称
と
一
人
称
の
併
用
の
時
期
が
続

き
（
「
十
六
房
」
－
「
小
説
倶
楽
部
」
大
1
0
・
8
1
で
三
人
称
が
用
い
ら
れ
る

（6｝

ま
で
）
、
そ
の
後
は
も
っ
ぱ
ら
一
人
称
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
変
化
で
あ
る
。

（
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
一
人
称
も
、
大
正
十
二
年
の
前
半
ま
で
は
（
私
）
が

用
い
ら
れ
、
そ
の
後
は
（
自
分
）
が
主
と
な
る
。
）

こ
れ
は
、
志
賀
直
哉
の
場
合
と
、
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
。
志
賀
の
場

合
に
は
、
い
わ
ゆ
る
三
つ
の
処
女
作
の
一
つ
で
あ
る
「
網
走
ま
で
」
　
（
「
白
樺
」

明
4
3
・
4
。
執
筆
は
明
治
四
一
年
八
月
と
さ
れ
る
）
　
で
八
日
分
）
と
い
う
一
人

称
を
用
い
て
い
る
し
、
大
正
六
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
、
代
表
作
の
一
つ
で
あ

る
「
城
の
崎
に
て
」
　
（
「
白
樺
」
）
も
、
同
じ
八
日
分
）
を
用
い
て
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
志
賀
の
場
合
に
は
、
一
人
称
は
出
発
当
初
か
ら
身
に
付
い
た
手
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法
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
葛
西
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
あ
る
桂
の
選
択
の
結
果

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

私
小
説
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
中
で
、
一
人
称
小
説
で
あ
る
こ
と
は
、
必

ず
し
も
私
小
説
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
は
な
い
と
さ
れ
、
三
人
称
の
私
小

説
の
存
在
も
認
め
ら
れ
て
い
く
の
だ
が
、
大
正
九
年
か
ら
十
年
に
か
け
て
そ
の

用
語
が
用
い
ら
れ
始
め
た
当
初
は
、
（
所
謂
「
私
小
説
」
）
、
（
「
私
」
小
説
）
、
（
私

は
小
説
）
と
い
う
用
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
タ
イ
プ
の
小
説
と
一
人
称

と
は
強
く
関
連
づ
け
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
文
壇
で

の
私
小
説
の
言
挙
げ
か
ら
本
格
的
議
論
へ
の
道
筋
と
、
葛
西
の
手
法
の
変
化
と

は
、
完
全
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
見
え
る
。
葛
西
の
一
人
称
は
、

私
小
説
の
そ
れ
と
し
て
意
図
的
に
選
択
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
意
味
で
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
、
葛
西
善
蔵
を
生
ま
れ
な
が
ら
の

私
小
説
作
家
の
よ
う
に
思
う
の
は
、
後
年
の
私
小
説
論
の
中
で
作
ら
れ
た
葛
西

イ
メ
ー
ジ
を
無
意
識
に
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
葛
西
の
全
作
品
に
投
影
し
て

い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
白
鳥
の
い
う
よ
う
に
、
葛
西
の
作
品
は

（
「
暗
鬱
、
孤
独
、
貧
乏
」
の
生
活
記
録
の
繰
り
返
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
外
形

的
に
も
思
想
的
に
も
単
調
を
極
め
て
あ
る
）
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
そ
の
中

に
あ
る
手
法
の
変
化
を
見
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
論
の
側
の
単
調
さ
を
逆
に

明
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
作
品
系
列
を
迫
っ
て
そ
の
変
化
を
考
え
る
余
裕
は
な
い
が
、
本
稿
の

主
た
る
対
象
で
あ
る
「
悉
く
者
」
と
対
照
す
る
た
め
に
、
処
女
作
の
「
哀
し
さ

父
」
　
に
簡
単
に
触
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

「
哀
し
き
父
」
（
「
奇
蹟
」
大
元
・
9
）
で
は
、
都
会
で
の
生
活
が
成
り
立
た

ず
、
子
供
を
田
舎
に
帰
し
、
一
人
下
宿
住
ま
い
を
し
な
が
ら
詩
作
を
続
け
よ
う

と
す
る
主
人
公
の
、
う
ら
ぶ
れ
た
日
々
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
家
が
離
散
し

て
、
子
供
は
（
彼
の
年
よ
っ
た
ひ
と
り
の
母
に
護
ら
れ
て
成
長
し
て
ゐ
る
〉
と

マ
マ

か
、
（
辛
う
じ
て
医
薬
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
ゐ
た
彼
の
父
の
三
十
幾
年
と
云

ふ
短
か
い
生
涯
）
と
か
、
主
人
公
の
こ
の
時
点
で
の
喀
血
な
ど
、
細
部
で
の
虚

構
は
あ
る
が
、
大
筋
で
は
葛
西
の
実
生
活
を
踏
ま
え
た
、
葛
西
の
読
者
に
は

な
じ
み
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
が
処
女
作
で
あ
る
か
ら
に
は
、
作
者
は
す
で
に
読
者
の
あ
い

だ
に
存
在
し
て
い
る
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
て
に
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
り
、

主
人
公
の
客
観
的
な
造
形
を
迫
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
冒
頭
の
〓
即
で

作
者
は
、
（
彼
は
疲
れ
て
、
青
い
顔
を
し
て
、
眼
色
は
病
ん
だ
獣
の
や
う
に
鈍

く
光
っ
て
ゐ
る
。
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
自
己
を
対
象
化
す
る
視
点
は
、
語
り
手
と
主
人
公
を
分
離
す
る
三
人
称
形

式
に
よ
っ
て
容
易
に
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
こ
の
視
点
と

語
り
の
形
式
は
適
合
的
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
小
説
で
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
が
貰
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
（
彼
は
都
会
か
ら
、
生
活
か
ら
、
朋
友
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
色
彩
、
あ
ら
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ゆ
る
音
楽
、
そ
の
種
の
す
べ
て
か
ら
執
拗
に
自
己
を
封
じ
て
、
ぢ
つ
と
自
分
の

小
さ
な
世
界
に
黙
想
し
て
ゐ
る
や
う
な
冷
た
い
暗
い
詩
人
な
の
で
あ
っ
た
。
）

と
い
う
よ
う
に
、
（
冷
た
い
暗
い
詩
人
）
と
い
う
、
内
実
の
示
さ
れ
な
い
主
観

的
な
自
己
規
定
が
す
ぐ
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
詩
人
と
規
定
す
る
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
自
己
の
対
象
化
を
妨
げ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
自
己
規
定
は

こ
の
作
品
の
主
題
と
直
結
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
小
説
の
終
わ
り
に
近
い
第
五
節
で
、
こ
の
小
説
の
主
題
は
ほ
と
ん
ど
あ

ら
わ
に
提
示
さ
れ
る
。
（
暗
い
宿
命
の
影
の
や
う
に
何
処
ま
で
避
け
て
も
つ
き

轡
う
て
来
る
生
活
と
云
ふ
こ
と
、
ま
た
大
き
な
徴
菌
の
や
う
に
彼
の
心
に
喰
人

ら
う
と
し
、
も
う
喰
入
っ
て
ゐ
る
子
供
と
云
ふ
こ
と
、
さ
う
云
ふ
こ
と
ゞ
も

が
、
流
れ
る
霧
の
や
う
に
、
冷
た
い
悲
哀
を
彼
の
疲
れ
た
胸
に
吹
き
こ
む
の
で

あ
う
た
）
と
い
い
、
彼
は
子
供
の
許
に
帰
ろ
う
と
も
思
う
の
だ
が
、
次
の
よ
う

に
思
い
直
す
の
で
あ
る
。

（
け
れ
ど
も
偉
大
な
る
子
は
、
決
し
て
直
接
の
父
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。
彼

は
寧
ろ
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
道
を
求
め
て
、
追
う
て
、
や
が
て
艶
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
彼
の
子
供
も
や
が
て
は
彼
の
年
代
に
達
す
る
で
あ
ら
う
、
さ

う
し
て
彼
の
死
か
ら
沢
山
の
真
実
を
学
び
得
る
で
あ
ら
う
ー
　
）

主
人
公
が
経
験
す
る
の
は
、
生
活
と
詩
の
相
克
で
あ
り
、
生
活
は
彼
に
悲
哀

を
も
た
ら
す
の
だ
が
、
彼
は
生
活
・
死
を
代
償
と
し
て
の
詩
（
真
実
）
　
の
永
遠

性
に
賭
け
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
説
は
、
（
彼
）
が
喀
血
を
し
、
そ
れ
に

よ
っ
て
八
日
分
も
こ
れ
で
ラ
イ
フ
の
洗
礼
も
済
ん
だ
）
と
考
え
（
先
に
示
し
た

よ
う
に
、
葛
西
の
現
実
に
戻
れ
ば
、
こ
の
時
点
で
こ
の
事
実
は
な
い
）
、
（
静
か

マ
マ

に
詩
作
を
続
け
や
う
と
し
て
ゐ
る
）
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
詩
に
殉
じ
ょ
う
と
す

る
（
詩
人
）
の
姿
を
描
い
て
終
わ
る
わ
け
で
、
喀
血
も
こ
の
時
点
で
は
詩
人
の

宿
命
を
彩
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
出
来
事
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ

う
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
入
京
し
き
父
）
の
悲
哀
を
描
く
と
見
え
る
こ
の
小

説
の
テ
ー
マ
の
、
意
外
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
観
念
性
は
鮮
や
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
い
か
に
主
観
的
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
観
念
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

自
体
が
重
要
で
あ
る
。
作
者
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
像
を
提
示
す
る
の
で
は

な
く
、
自
己
を
モ
デ
ル
と
し
て
（
詩
人
）
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ

り
、
こ
こ
に
は
、
一
個
の
人
間
典
型
を
描
こ
う
と
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
後
の
小
説
で
は
も
っ
ぱ
ら
生
活
の
悲
哀
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
観

念
的
主
題
は
影
を
潜
め
る
が
、
こ
う
し
た
主
題
は
、
悲
惨
な
生
活
に
下
降
し
て

書
き
続
け
る
葛
西
の
執
筆
の
根
拠
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
潜
在
し
続
け
た
と

思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
観
念
性
を
あ
ら
わ
に
は
見
せ
な
い
点
．
に
、

作
家
と
し
て
の
葛
西
の
成
熟
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
…
…
。

＊

さ
て
、
こ
こ
か
ら
、
先
の
時
期
区
分
に
従
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
一
人
称
を
用
い

る
よ
う
に
な
っ
て
以
後
の
　
（
そ
れ
も
八
日
分
）
と
い
う
呼
称
を
使
用
す
る
よ
う

に
な
っ
て
以
後
の
）
「
悉
く
者
」
　
（
「
中
央
公
論
」
大
1
3
・
4
）
　
に
検
討
を
加
え

て
行
く
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
そ
の
構
造
に
注
目
し
て
気
づ
く
の
は
、
そ
の
時
空
の
畜
妙
な
ゆ
が
み
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で
あ
る
。
小
説
は
、
（
父
は
一
昨
年
の
夏
、
六
十
五
で
、
持
病
の
脚
気
で
、
死

ん
だ
。
）
と
い
う
一
文
で
始
ま
る
。
そ
こ
か
ら
そ
の
頃
の
父
に
つ
い
て
の
回
想

が
続
き
、
そ
の
部
分
は
（
失
敗
と
不
幸
の
一
代
を
送
っ
て
来
て
、
殊
に
生
の
執

着
心
を
失
っ
て
ゐ
た
ら
し
く
見
え
た
父
の
、
最
後
に
見
せ
て
呉
れ
た
根
強
い
生

へ
の
執
着
は
、
其
後
自
分
に
い
ろ
く
な
こ
と
を
考
へ
さ
せ
た
。
…
…
〉
と
い

う
文
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
出
来
事
が
起
こ
り
、
完
結
し
た
過
去
の
時
間
が
、

現
在
の
（
自
分
）
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
安
定
し
た
語

り
に
見
え
る
の
だ
が
、
こ
の
回
想
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
続
く
の
で
あ
る
。

（
が
、
こ
、
ま
で
書
い
て
来
て
、
フ
ッ
ト
、
自
分
な
が
ら
ひ
ど
く
意
気
込
ん
で

書
い
て
来
た
こ
と
に
テ
レ
た
気
持
に
な
り
、
ペ
ン
を
止
め
て
、
つ
い
こ
の
四
五

日
前
か
ら
始
め
た
日
課
の
散
歩
に
と
、
下
宿
を
出
た
。
）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ア
ウ
ラ
ー
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な

も
の
い
い
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
は
、

彼
が
審
い
て
い
る
こ
と
、
語
り
が
彼
と
と
も
に
あ
る
こ
と
を
読
者
に
想
起
さ
せ
る

（7｝

と
述
べ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
小
説
の
現
在
時
だ
と
見
え

る
こ
の
時
点
が
、
こ
の
先
の
記
述
に
よ
っ
て
過
去
へ
と
繰
り
込
ま
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
過
去
と
現

在
が
明
確
に
区
分
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
こ
の
小
説
に
お
い
て

は
、
ま
る
で
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
の
よ
う
に
、
両
者
は
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
位
相
を

替
え
る
の
で
あ
る
。

続
く
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
主
人
公
は
散
歩
を
続
け
な
が
ら
、
自
分
の
う
ら

ぶ
れ
た
生
活
、
お
せ
い
の
様
子
な
ど
を
想
起
し
、
（
斯
う
し
た
生
活
が
、
も
う

半
年
か
ら
続
い
て
ゐ
る
）
と
考
え
る
の
だ
が
、
ふ
と
友
人
の
T
が
休
み
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
し
、
お
せ
い
と
の
こ
と
を
相
談
し
に
行
く
の
で
あ
る
。
そ
の

T
と
の
会
話
が
か
な
り
長
く
書
か
れ
た
後
、
そ
の
夜
の
出
来
事
が
、
次
の
よ
う

な
文
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
て
来
る
。

（
T
に
忠
告
さ
れ
て
、
す
っ
か
り
疲
れ
た
暗
い
気
持
に
な
っ
て
、
電
車
で
帰
っ

て
来
た
。
と
こ
ろ
が
ま
た
、
そ
の
晩
遅
く
、
酔
っ
た
揚
句
に
飛
ん
で
も
な
い
浅

ま
し
い
活
劇
を
演
じ
て
し
ま
っ
た
。
）

へ
そ
の
晩
）
と
は
、
こ
の
一
連
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
見
る
限
り
、
散
歩
に
出

た
、
そ
の
日
の
こ
と
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
だ
と
す
る
と
、
〈
こ
、
ま
で
奮
い
一

て
来
て
）
テ
レ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
そ
の
時
点
は
、
そ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
に
位
　
3
1

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
ー

に
な
る
の
で
あ
る
。

（
浅
ま
し
い
活
劇
）
と
は
、
お
せ
い
と
の
喧
嘩
で
あ
り
、
こ
の
小
説
の
中
心

を
な
す
場
面
で
あ
る
が
　
（
分
量
的
に
も
全
体
の
三
分
の
二
ほ
ど
を
占
め
る
）
、

そ
こ
で
も
小
説
の
時
間
は
、
主
人
公
の
想
起
に
と
も
な
っ
て
、
め
ま
ぐ
る
し
く

変
化
す
る
。
こ
の
場
面
で
八
日
分
）
は
、
田
舎
に
い
る
妻
が
、
夜
遅
く
ま
で
受

験
勉
強
を
し
て
い
る
子
供
た
ち
に
（
せ
め
て
毎
日
玉
子
の
一
つ
宛
で
も
や
り
た

い
と
思
ふ
が
そ
れ
も
自
由
に
な
ら
な
い
有
様
で
不
憫
だ
）
と
い
っ
て
寄
こ
し
た

こ
と
を
い
い
、
お
せ
い
に
向
か
っ
て
（
俺
は
子
供
た
ち
に
玉
子
喰
は
す
金
さ
へ

送
れ
な
い
の
だ
。
帰
っ
て
呉
れ
！
　
帰
っ
て
呉
れ
！
　
俺
は
気
が
狂
つ
ち
ま
ふ



ぞ
！
　
気
が
狂
つ
ち
ま
ふ
ぞ
！
）
と
怒
鳴
る
の
だ
が
、
そ
の
（
王
子
〉
と
い
う

こ
と
ば
を
き
っ
か
け
に
過
去
の
出
来
事
が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
今
朝
妻
の
手
紙
を
読
ん
だ
時
に
は
左
程
に
も
強
く
感
じ
な
か
っ
た
玉
子
と
い

ふ
言
葉
が
、
斯
う
怒
鳴
り
続
け
て
ゐ
る
う
ち
、
酔
払
っ
た
頭
の
中
に
ふ
と
閃
く

や
う
に
喚
び
か
へ
さ
れ
た
。
（
中
略
）
あ
の
九
月
一
日
の
地
震
当
時
の
思
ひ
出

－
鬼
門
々
々
、
あ
れ
が
一
切
の
破
壊
者
だ
っ
た
の
だ
。
r
だ
が
玉
子
？
　
玉

子
が
ど
う
し
た
と
云
ふ
ん
だ
っ
た
つ
け
な
？
…
…
あ
、
さ
う
か
、
俺
は
そ
の
玉

子
で
生
命
を
助
か
っ
た
と
云
ふ
わ
け
な
ん
だ
」
と
、
は
っ
き
り
考
へ
浮
ん
だ
。

そ
の
日
も
自
分
は
遅
く
起
き
て
、
宿
酔
の
気
分
で
朝
飯
を
抜
い
て
、
机
の
上

に
鏡
を
立
て
、
石
鹸
の
抱
を
顔
い
っ
ぱ
い
塗
り
た
く
っ
て
、
右
の
揉
上
げ
か
ら

剃
刀
を
ス
ー
ツ
と
一
当
て
頬
へ
と
下
ろ
し
た
と
こ
ろ
へ
、
丁
度
ド
シ
ン
と
来

た
。
）こ

こ
で
い
う
（
今
朝
）
は
、
書
い
て
い
る
時
点
か
ら
見
た
朝
、
書
い
て
い
る

そ
の
日
の
朝
を
思
わ
せ
る
が
、
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

喧
嘩
の
日
の
朝
の
こ
と
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
と
外
を
厳
密
に
区
別
す

る
と
す
れ
ば
、
（
こ
の
日
の
朝
）
と
で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
語

り
手
と
し
て
の
八
日
分
）
は
、
あ
た
か
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
側
に
い
る
か
の

よ
う
に
出
来
事
の
時
点
に
下
降
し
、
こ
の
出
来
事
を
経
験
し
て
い
る
（
自
分
）

の
視
点
か
ら
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
（
今
朝
）
と
語
る
の
で
あ
る
。

（
そ
の
日
）
以
降
で
語
ら
れ
る
の
は
、
お
せ
い
と
の
腐
れ
縁
の
一
因
と
も
な

っ
た
、
九
月
一
日
の
大
震
災
時
の
経
験
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
来
こ
の
夜
の

八
日
分
）
が
想
起
し
て
い
る
出
来
事
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
経
験

は
、
ま
る
で
語
り
手
が
、
そ
の
現
在
時
か
ら
回
想
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
物
語

ら
れ
る
。
お
せ
い
と
の
喧
嘩
を
し
て
い
る
八
日
分
）
か
ら
見
て
、
さ
ら
に
過
去

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
は
ず
の
経
験
が
、
正
当
な
遠
近
法
を
失
っ
て
、
物
語
の
表

層
に
向
か
っ
て
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
々
の
引
用
は
控
え
る
が
、
震
災
の
経
験
が
そ
れ
な
り
の
臨
場
感
を
も
っ
て

措
か
れ
た
後
、
そ
の
部
分
は
、
（
そ
の
時
の
お
せ
い
の
顔
を
、
自
分
は
忘
れ
る

こ
と
が
出
来
な
い
。
落
ち
て
畳
の
上
を
流
れ
た
玉
子
と
、
お
せ
い
の
真
剣
な
泣

き
顔
1
1
そ
の
印
象
が
、
恐
ら
く
一
等
強
く
自
分
の
頭
に
焼
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ

る
か
も
知
れ
な
い
。
）
と
い
う
こ
と
ば
、
そ
れ
ま
で
毎
食
に
一
個
は
生
卵
を
飲

ん
で
い
た
の
に
、
そ
の
時
以
来
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
八
日
分
の
健
康

が
あ
の
時
以
来
ひ
ど
く
損
じ
ら
れ
、
胃
腸
の
弱
っ
た
為
め
に
は
違
ひ
な
い
が
、

同
時
に
自
分
の
弱
い
神
経
が
極
度
に
傷
つ
け
ら
れ
、
脅
え
、
そ
の
為
め
斯
う
し

た
病
的
な
生
理
作
用
を
来
た
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
、
考
え
て
ゐ
る
。
）

と
い
う
こ
と
ば
で
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
震
災
の
影
響
を
、
読
者
に
向

か
っ
て
や
や
悠
長
な
口
調
で
説
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
八
日
分
）
を
、
こ
の

経
験
を
想
起
し
て
い
る
、
こ
の
夜
の
、
喧
嘩
の
最
中
の
（
自
分
）
だ
と
受
け
取

る
こ
と
は
社
し
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
八
日
分
）
は
、
物
語

る
八
日
分
）
の
方
だ
と
考
え
る
方
が
、
む
し
ろ
妥
当
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
稜
雑
な
事
態
が
起
こ
る
の
は
、
す
べ
て
が
八
日
分
）
と
い
う
一

人
称
の
中
で
語
ら
れ
、
ま
さ
に
す
べ
て
が
自
分
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
作
者
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に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
は
、
複
雑
だ
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
解
析
を
行
う
か
ら
で
あ
っ
て
、
作
者
は
、
す
べ
て
を
八
日
分
）
と

い
う
一
人
称
の
中
に
溶
か
し
込
み
、
（
自
分
）
と
い
う
こ
と
ば
の
位
相
の
変
化

も
、
場
面
相
互
の
時
間
的
位
置
づ
け
も
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
意
識
し
て
い
な
い
の

だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
震
災
の
場
面
が
、
喧
嘩
の
夜
の
場
面
に
回
帰

す
る
前
に
、
そ
の
夜
よ
り
さ
ら
に
後
の
時
点
に
接
続
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
可

能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
物
語
は
、
以
下
の
よ
う
な
形
で
い
っ
た
ん
そ
の
夜
に
回
帰
す
る
。

（
が
そ
の
、
玉
子
、
お
せ
い
の
顔
、
田
舎
の
妻
の
実
家
に
食
客
さ
し
て
あ
る
三

人
の
子
供
　
－
　
こ
の
三
つ
の
も
の
が
、
こ
の
晩
の
自
分
の
酔
払
っ
た
頭
の
中
に

何
か
し
ら
そ
ぐ
は
な
い
ば
ら
〈
な
感
じ
　
ー
　
そ
れ
が
ふ
と
妻
の
手
紙
に
口
を

滑
べ
ら
し
て
か
ら
、
酔
私
の
錯
乱
し
た
神
経
が
、
更
に
カ
ツ
と
燃
え
立
っ
て
来

た
。
そ
れ
に
、
つ
い
三
四
日
前
の
日
の
こ
と
だ
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
珍
ら
し

く
三
人
ほ
ど
客
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
場
合
、
下
宿
か
ら
借
り
て
ゐ

る
小
さ
な
茶
器
で
は
随
分
不
自
由
だ
っ
た
。
何
し
ろ
自
分
は
震
災
後
五
日
目

に
、
汚
れ
た
単
衣
一
枚
で
出
て
来
た
の
だ
つ
た
。
）

こ
こ
で
は
へ
こ
の
晩
）
と
昏
か
れ
て
い
る
。
語
り
の
時
点
か
ら
す
る
と
、
こ

の
夜
の
出
来
事
が
過
去
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
と
対
応

す
る
か
の
よ
う
に
、
（
酔
弘
の
錯
乱
し
た
神
経
が
、
更
に
カ
ツ
と
燃
え
立
っ
て

来
た
）
と
い
う
よ
う
な
、
主
人
公
を
外
か
ら
描
写
し
た
よ
う
な
表
現
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
物
語
が
正
当
な
位
置
関
係
を
回
復
し
た
よ
う
な
安
定
感
が
生
ま

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
束
の
間
の
こ
と
で
あ
り
、
引
用
の
後
半
に
あ
る
よ
う

に
、
語
り
は
震
災
後
五
日
目
の
こ
と
を
語
り
始
め
る
の
で
あ
る
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
先
の
回
想
場
面
で
は
、
当
夜
の
（
自
分
）
の
も
の
で
あ

る
は
ず
の
回
想
が
、
い
つ
の
間
に
か
語
り
手
と
し
て
の
八
日
分
）
の
そ
れ
に
す

り
か
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
は
、
先
に
は
あ
っ
た
（
は
っ
き
り
考
へ

浮
ん
だ
）
と
い
う
よ
う
な
、
回
想
の
入
り
口
を
明
示
す
る
こ
と
ば
も
な
い
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
こ
の
一
つ
な
が
り
の
文
脈
の
中
で
、
こ
の
夜

に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
語
り
は
、
そ
れ
以
前
へ
と
遡
行
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
れ
以
上
具
体
的
に
こ
の
場
面
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
も
う
控
え

て
お
こ
う
。
八
日
分
）
を
追
っ
て
お
せ
い
が
十
月
初
旬
に
上
京
し
て
釆
た
こ
と
、

（
自
分
）
が
年
末
に
郷
里
に
妻
子
を
見
舞
い
、
一
週
間
ほ
ど
滞
在
し
て
き
た
こ

と
な
ど
が
語
ら
れ
、
妻
と
の
対
話
の
場
面
な
ど
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
か

ら
物
語
は
再
び
喧
嘩
の
場
面
に
回
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
自
分
は
斯
う
云
つ
て
、
妻
と
別
れ
て
来
た
。
が
東
京
に
引
返
し
て
見
る
と
、

同
じ
斯
う
し
た
日
々
だ
っ
た
。
自
分
は
明
け
て
十
二
に
な
っ
た
次
女
と
約
束
し

て
来
た
学
校
鞄
さ
へ
、
送
っ
て
や
れ
な
か
っ
た
。
…
…

「
次
女
は
も
う
眠
っ
て
ゐ
る
だ
ら
う
が
（
中
略
）
さ
う
さ
う
、
そ
れ
か
ら
そ
の

玉
子
の
話
か
…
…
そ
の
玉
子
一
つ
境
は
せ
ら
れ
な
い
と
云
ふ
例
の
女
房
の
愚
痴

手
紙
と
来
た
ん
だ
な
…
…
」
三
月
の
上
旬
な
が
ら
ま
だ
雪
の
ど
っ
さ
り
積
っ
て

ゐ
る
遠
い
郷
里
の
（
中
略
）
可
憐
げ
な
子
供
た
ち
の
姿
が
、
酔
っ
た
自
分
の
頭

に
も
描
き
出
さ
れ
て
、
自
分
は
お
せ
い
に
向
け
て
ゐ
た
眼
を
ふ
と
瞑
っ
て
、
斯
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う
心
の
中
に
呟
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
払
ひ
退
け
る
べ
く
、
二
三
度
激
し

く
頭
を
振
っ
た
。
が
、
す
ぐ
ま
た
、
自
分
は
お
せ
い
に
向
つ
て
叫
ん
だ
。
）

長
い
迂
路
を
辿
り
、
物
語
は
八
王
子
の
話
）
に
回
帰
し
、
お
せ
い
と
の
喧
嘩

の
場
面
が
再
開
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
の
い
わ
ゆ

る
（
妨
害
）
や
（
遅
延
）
を
思
わ
せ
る
語
り
口
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し

て
、
こ
れ
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
安
定
性
が
、
常
に
解
体
さ
れ
続
け
る
小

説
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
す
れ
ば
支
離
滅
裂
に
も
な
り
か
ね
な
い
構

成
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
中
心
に
向
か
っ
て
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
の
が
、
八
日

分
）
と
い
う
一
人
称
な
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
実
際
に
経
験
し
た
の
は

八
日
分
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
の
も
八
日
分
）
で
あ
る
と
い
う
前
提

が
そ
れ
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
解
体
し
続
け

る
こ
と
が
、
こ
の
小
説
の
（
現
実
性
）
と
か
（
真
実
性
）
と
か
を
構
成
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
喧
嘩
の
場
面
は
、
八
日
分
）
と
お
せ
い
の
、
互
い
を
罵
る
台
詞
に
よ
っ

て
大
部
分
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
現
実
の
声
を
採
録
し
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。
こ
こ
ま
で
こ
の
小
説
は
、
（
自
分
）
の
語
り
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
来
た

わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
措
か
れ
る
お
せ
い
の
こ
と
ば
は
、
あ
た
か
も
現
実
の
声
を

再
録
し
た
か
の
よ
う
に
、
（
自
分
）
の
身
勝
手
な
想
念
に
突
き
刺
さ
る
他
者
性

を
帯
び
て
い
る
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
ば
が
そ
の
ま
ま
現
実
の
こ
と

ば
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
お
せ
い
の
こ
と

ば
が
、
当
夜
の
主
人
公
の
想
念
だ
け
で
は
な
く
、
語
り
の
指
向
性
を
も
相
対
化

し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
い
い
。

八
日
分
）
は
お
せ
い
が
居
座
る
こ
と
の
理
不
尽
さ
を
い
い
、
帰
れ
と
い
っ
て

罵
る
わ
け
だ
が
、
頑
と
し
て
動
か
な
か
っ
た
お
せ
い
は
、
最
後
に
次
の
よ
う
に

述
べ
る
の
で
あ
る
。

マ
マ

（
こ
ん
畜
生
！
　
こ
ん
畜
生
！
　
お
前
は
お
た
い
の
あ
れ
を
忘
れ
た
ね
。
あ
た

い
の
あ
の
、
大
事
な
あ
の
こ
と
を
、
忘
れ
て
ゐ
る
ん
だ
ね
、
お
前
さ
ん
に
見
せ

こ
そ
し
な
か
つ
た
が
、
も
う
形
ち
が
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
ゐ
た
ん
だ
よ
。
丁
度
セ

ル
ロ
イ
ド
の
キ
ユ
ー
ピ
ー
さ
ん
見
た
い
に
、
形
ち
が
ち
ゃ
ん
と
出
来
て
ゐ
た
ん

だ
よ
。
あ
た
い
が
誰
に
も
気
付
か
れ
な
い
や
う
に
、
そ
つ
と
裏
の
桃
の
樹
の
下

に
埋
め
て
、
命
日
に
は
吃
度
水
な
ど
や
っ
て
ゐ
た
ん
だ
よ
。
（
中
略
）
　
そ
れ
を

貴
様
は
何
だ
！
（
中
略
）
　
そ
ん
な
薄
情
者
だ
か
ら
、
田
舎
の
あ
ん
な
い
、
子
供

さ
ん
た
ち
の
こ
と
だ
つ
て
、
見
て
や
れ
な
い
ん
ぢ
や
な
い
か
。
手
前
の
薄
情
か

ら
、
あ
た
い
の
あ
れ
を
、
阻
ひ
殺
し
た
も
同
様
ぢ
や
な
い
か
。
あ
た
い
は
ね
、

あ
た
い
は
ね
、
黙
っ
て
他
所
へ
は
嫁
に
も
行
け
な
い
身
体
な
ん
だ
よ
。
（
後

略）　）こ
の
場
面
は
、
八
日
分
）
が
謝
り
、
（
斯
う
云
っ
た
自
分
も
、
知
ら
ず
〈
、

泣
い
て
ゐ
た
。
）
と
い
う
よ
う
に
、
お
せ
い
の
語
る
事
実
の
重
さ
に
主
人
公
が

屈
す
る
形
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
物
語
ら
れ
て
来
た
の
は
八
日
分
）
か

ら
見
ら
れ
た
経
緯
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
お
せ

い
の
こ
と
ば
は
見
事
に
明
か
す
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
双
方
向
か
ら
物
語
が
描

か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
追
い
つ
め
ら
れ
た
男
女
の
真
実
は
、
あ
た
か
も
現
実
レ
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ベ
ル
で
の
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
印
象
さ
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
応
、
小
説
全
体
を
締
め
く
く
る
一
節
も
見
て
お
こ
う
。
（
自
分
も
、
知
ら

ず
〈
、
泣
い
て
ゐ
た
。
）
に
続
く
部
分
で
あ
る
。

（
鴨
居
の
取
れ
た
黄
色
い
壁
の
部
屋
を
出
て
、
午
前
と
午
後
と
の
二
度
、
父
の

姿
、
お
せ
い
の
所
謂
キ
ユ
ー
ピ
ー
さ
ん
の
こ
と
、
郷
里
の
子
供
た
ち
の
こ
と
な

ど
を
忠
ひ
描
き
な
が
ら
、
日
課
の
散
歩
を
続
け
た
。
本
郷
通
り
の
銀
杏
の
並
木

の
芽
生
え
は
ま
だ
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
空
の
色
は
す
っ
か
り
春
だ
っ
た
。
r
お

せ
い
の
家
の
、
そ
の
桃
と
云
ふ
の
が
、
も
う
咲
い
て
る
か
知
ら
。
近
い
う
ち
お

せ
い
の
問
題
勇
々
出
か
け
て
行
っ
て
、
見
て
来
よ
う
か
な
…
…
」
斯
ん
な
こ
と

を
思
っ
た
り
し
て
は
、
一
日
々
々
と
散
歩
区
域
を
拡
げ
る
こ
と
に
、
努
め

た
。
）暗

い
部
屋
の
中
で
の
葛
藤
か
ら
舞
台
が
転
じ
て
、
外
の
情
景
が
描
か
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
一
種
の
開
放
感
を
得
る
。
散
歩
と
い
う
こ
と
で
、
冒
頭

の
散
歩
の
場
面
に
接
続
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
二
つ
の
時
点
は
も
ち
ろ
ん
別
で
あ

る
。
冒
預
に
は
、
三
月
上
旬
だ
と
い
う
の
に
（
厭
な
寒
い
風
の
吹
く
日
だ
っ

た
）
と
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
い
つ
と
は
確
定
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
れ

と
は
別
の
日
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
小
説
中
の
（
現
実
の
）
時

間
は
わ
ず
か
し
か
動
い
て
い
な
い
よ
う
だ
し
、
事
態
も
少
し
も
動
い
て
は
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
春
の
訪
れ
を
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
に
は
そ
こ
は
か
と
な

い
明
る
さ
が
漂
う
の
で
あ
る
。
小
説
中
で
一
番
新
し
い
時
点
は
こ
こ
で
あ
り
、

そ
の
点
で
小
説
に
描
か
れ
た
す
べ
て
は
、
八
日
分
）
の
心
事
、
心
境
に
収
赦
す

る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

物
語
が
自
己
か
ら
維
れ
て
自
律
し
そ
う
に
な
る
契
機
を
常
に
奪
い
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
虚
構
性
を
拒
否
し
続
け
て
き
た
小
説
は
、
こ
の
よ
う
な
自

己
像
を
最
終
的
な
真
実
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
文
学
的

真
実
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
（
自
分
）
と
い
う
こ
と
ば
の
位
相
を
ほ
と

ん
ど
無
意
識
に
変
化
さ
せ
て
き
た
作
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
実
の
自
己
と

区
別
で
き
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

＊

と
こ
ろ
で
、
「
悉
く
者
」
の
要
を
な
す
お
せ
い
の
流
産
は
、
モ
デ
ル
の
浅
見

ハ
ナ
の
身
に
起
こ
っ
た
事
実
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
う
問
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
小

説
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
か
ぎ
り
無
意
味
な
こ
と
で
あ
り
、
作
者
が
こ
の

小
説
の
事
実
性
を
保
証
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
作
者

自
身
は
、
こ
の
後
に
書
い
た
小
説
で
、
こ
れ
が
事
実
と
は
違
っ
て
い
た
こ
と
を

述
べ
る
の
で
あ
る
。

マ
マ

「
死
児
を
産
む
」
（
「
中
央
公
論
」
大
1
4
・
4
）
で
作
者
は
、
（
「
悉
く
も
の
」

で
は
、
お
せ
い
は
一
度
流
産
し
た
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
）
と
書
き
、
そ
れ
を

明
か
す
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
悉
く
者
」
　
へ
の
感
動
を
伝
え
る
青
年
囚
徒
か

ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
こ
と
を
い
い
、
（
モ
グ
ラ
モ
チ
の
や
う
に
悉
め
き
な

が
ら
も
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
罪
業
の
重
さ
に
打
ち
わ
な
、
き
な
が

ら
も
明
る
み
を
求
め
て
自
棄
し
て
ほ
な
ら
ぬ
）
と
い
っ
た
彼
の
心
持
ち
の
真
実

は
自
分
に
も
よ
く
分
か
る
と
述
べ
た
上
で
、
八
日
分
）
は
次
の
よ
う
に
書
く
の
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で
あ
る
。

（
自
分
の
あ
の
作
が
、
そ
れ
だ
け
の
感
動
に
倍
ひ
す
る
も
の
だ
と
は
決
し
て
考

へ
は
し
な
い
の
だ
が
、
第
一
に
あ
の
作
に
は
非
常
な
誇
張
が
あ
る
、
決
し
て
事

実
そ
の
も
の
、
記
録
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の
青
年
囚
徒
氏
に
単
純
な

記
録
と
し
て
読
ま
れ
て
、
作
品
と
し
て
の
価
値
以
上
の
一
種
の
感
激
を
与
へ
て

ゐ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
は
人
間
と
し
て
の
良
心
の
疾
し
さ
を
感
じ

な
い
訳
に
は
行
か
な
い
の
だ
。
）

手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
受
け
取
っ
た
の
は
、
「
悉

く
者
」
を
書
い
た
（
作
品
の
外
に
い
る
）
作
者
の
葛
西
善
蔵
で
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
「
死
児
を
産
む
」
で
は
、
そ
れ
が
作
品
内
の
語
り
手
で
あ
る
八
日
分
）

と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
レ
ベ
ル
で
も
、
作
品
の
内
と
外
は
入
れ
替
わ

る
の
だ
が
、
語
り
手
は
、
自
分
が
現
実
の
出
来
事
に
忠
実
で
な
か
っ
た
こ
と
を

明
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
現
在
の
語
り
の
誠
実
性
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

（8）

三
好
行
雄
氏
は
、
久
米
正
雄
の
心
境
小
説
論
を
論
じ
て
、
そ
こ
に
は
作
中
の

（
私
）
と
作
家
の
（
私
）
の
混
同
が
あ
る
こ
と
を
い
い
、
（
文
学
の
イ
ロ
バ
か
ら

い
え
ば
、
私
小
説
の
（
私
）
も
作
家
の
（
私
）
と
は
別
人
格
で
あ
る
。
小
説
の

世
界
を
日
常
の
世
界
か
ら
切
断
し
、
作
品
の
内
部
で
」
他
の
ひ
と
つ
の
人
格
に

化
身
し
て
他
人
の
生
を
生
き
る
　
－
　
そ
の
試
み
の
な
か
で
の
み
、
ひ
と
は
は
じ

め
て
小
説
家
で
あ
り
う
る
。
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
を
混
同
す
る
論

に
応
じ
る
形
で
、
そ
れ
を
助
長
す
る
よ
う
に
、
葛
西
の
小
説
も
両
者
の
境
界
を

崩
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
も
お
せ
い
の
妊
娠
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
最
後
で
読
者
は
、
八
四
月
二
H
朝
、
お
せ
い
は
小
石
川
の
あ
る
産
科
院
で
死

児
を
分
娩
し
た
）
と
告
げ
ら
れ
る
。
先
の
流
産
が
事
実
と
相
違
し
て
い
た
事
を

（
告
白
〉
さ
れ
た
読
者
は
、
こ
れ
こ
そ
は
（
真
実
）
だ
と
思
い
こ
む
だ
ろ
う
が
、

「
わ
れ
と
遊
ぶ
子
」
　
（
「
中
央
公
論
」
大
1
5
・
1
）
は
、
（
死
児
を
産
む
　
－
　
斯
う

し
た
題
の
短
篇
を
、
自
分
は
彼
女
の
産
ま
れ
た
翌
く
る
月
の
四
月
の
あ
る
雑
誌

に
発
表
し
て
ゐ
る
が
、
実
は
、
自
分
が
そ
れ
を
書
き
あ
げ
た
三
四
日
後
に
、
彼

女
－
ユ
ミ
子
は
、
小
石
川
の
あ
る
産
科
院
で
健
全
な
産
声
を
揚
げ
た
の
だ
つ

た
）
と
い
う
こ
と
ば
で
始
ま
る
の
で
あ
る
。

ま
っ
た
く
念
の
入
っ
た
、
ひ
ね
く
れ
た
工
夫
と
い
う
べ
き
だ
が
、
読
者
の
事

実
性
へ
の
期
待
の
存
在
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
書
き
方
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ

（9）

と
い
え
よ
う
。
実
際
、
「
死
児
を
産
む
」
に
触
れ
た
合
評
会
で
、
加
能
作
次
郎

は
、
（
僕
は
ま
だ
読
ん
で
居
な
い
が
、
本
当
に
死
児
を
産
ん
だ
の
で
す
か
）
と

い
う
質
問
を
発
し
て
い
る
し
、
そ
れ
に
（
嘘
で
す
よ
）
と
答
え
る
広
津
和
郎

も
、
（
兎
に
角
葛
西
の
小
説
だ
か
ら
事
実
を
書
い
て
居
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
締

マ
7

切
が
三
月
幾
日
の
雑
誌
に
、
子
供
が
四
月
三
日
に
産
れ
た
と
雷
い
て
あ
る
）
と

い
っ
て
い
る
。
読
者
も
ま
た
、
小
説
と
現
実
の
間
を
さ
ま
よ
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
作
品
内
で
の
他
作
品
に
対
す
る
言
及
、
訂
正
の
繰
り
返
し

を
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
一
つ
一
つ
の
作
品
の
完
結
性

を
、
作
者
は
揺
り
動
か
そ
う
と
し
続
け
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
フ

ア
ウ
ラ
ー
氏
は
、
葛
西
の
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
は
、
そ
れ
自
体
で
は
完
結
し
て
お
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【川）

ら
ず
、
全
体
の
ユ
ニ
ッ
ト
み
た
い
な
も
の
だ
と
述
べ
て
、
佐
藤
春
夫
の
（
葛
西

君
の
作
品
は
、
そ
れ
ぐ
の
作
品
が
つ
な
が
っ
て
、
他
の
中
に
活
か
し
合
ふ
も

の
で
あ
っ
て
、
全
集
と
な
っ
て
か
ら
初
め
て
作
者
の
姿
が
は
っ
き
り
す
る
の
だ

と
思
ふ
。
一
つ
〈
見
る
と
、
き
れ
ぐ
な
感
じ
の
も
の
で
も
…
…
）
と
い
う

、〓－

発
言
を
追
記
し
て
い
る
。
が
、
し
か
し
、
す
で
に
書
か
れ
て
し
ま
っ
た
小
説
の

空
間
の
完
結
性
を
遡
及
的
に
こ
わ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
あ
の
青
年
囚
徒

が
、
「
悉
く
者
」
に
感
動
し
た
よ
う
に
、
作
品
は
す
で
に
読
者
に
手
渡
さ
れ
て

お
り
、
彼
が
勝
手
に
そ
れ
に
感
動
す
る
こ
と
を
修
正
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
作
者
自
身
と
、
こ
れ
ら
を
一
連
の
私
小
説
と
し
て
読
み

続
け
る
読
者
に
対
し
て
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
小
説
の
読
み
の
モ
ー
ド

の
中
で
だ
け
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
、
あ
る
作
品
か
ら
他
作
品
へ
の
言
及
が
生
み
出
す

も
の
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
作
品
の
事
実
へ
の
忠
実
さ
の
印
象
、
読
者
を
私
小
説

読
み
へ
と
強
力
に
誘
う
、
作
品
内
外
の
八
日
分
）
の
混
同
の
創
出
で
あ
ろ
う
。

（
広
津
和
郎
が
作
品
の
（
嘘
〉
を
指
摘
し
な
が
ら
、
（
兎
に
角
葛
西
の
小
説
だ

か
ら
事
実
を
書
い
て
居
る
）
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
）

先
に
「
悪
く
者
」
　
の
内
部
か
ら
取
り
出
し
た
、
そ
の
時
空
の
ゆ
が
み
を
も
た
ら

し
た
方
法
を
、
こ
れ
は
、
作
品
問
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ

の
意
味
で
こ
の
方
法
は
、
「
哀
し
き
父
」
な
ど
と
は
異
な
り
、
私
小
説
の
読
み

方
の
成
立
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。

〔注〕
（
1
）
　
「
新
潮
」
大
1
4
・
1
0
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
引
用
は
、
三
好
行
雄
・
祖
父
江
昭
二
編

r
近
代
文
学
評
論
大
系
6
」
　
（
角
川
昏
店
、
昭
4
8
）
　
に
よ
る
。

（
2
）
試
み
に
r
国
文
学
年
鑑
」
の
「
雑
誌
紀
要
単
行
本
論
文
冨
録
」
を
見
て
も
、
葛
西
善

蔵
論
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
論
文
の
数
は
、
平
成
九
年
が
一
本
、
十
年
が
三
本
、

十
一
年
が
二
本
（
こ
れ
は
分
戟
さ
れ
た
も
の
で
、
実
質
一
本
）
　
で
あ
る
。
た
だ
し
、
十

二
年
は
、
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
　
（
四
月
号
）
が
特
集
を
組
ん
だ
た
め
、
例
外
的
に

論
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
が
葛
西
の
再
評
価
の
機
運
に
よ
る
も
の
か
ど

う
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
3
）
引
用
は
r
正
宗
白
鳥
全
集
第
二
十
巻
」
　
（
福
武
書
店
、
昭
5
8
）
　
に
よ
る
。

（
4
）
　
「
志
賀
直
哉
の
方
法
に
関
す
る
覚
書
－
「
濠
端
の
住
ま
ひ
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
日

本
研
究
」
二
、
昭
6
1
・
8
）

（
5
）
　
こ
こ
で
の
作
品
配
列
は
、
津
軽
書
房
版
の
r
葛
西
キ
蔵
全
集
」
第
一
、
二
巻
（
昭

4
9
、
5
0
）
　
に
よ
っ
て
い
る
。
同
全
集
は
制
作
順
の
配
列
に
な
っ
て
い
る
が
、
執
筆
時

期
を
確
定
で
き
な
い
作
品
も
あ
る
。
唯
一
の
例
外
と
い
う
の
は
「
雪
を
ん
な
」
　
（
「
処

女
文
壇
」
大
6
・
7
）
　
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
雪
女
房
」
　
の
伝
説
を
ふ
ま
え
た
虚
構

性
の
高
い
作
品
で
あ
り
、
こ
の
作
品
で
用
い
ら
れ
る
（
私
）
が
、
私
小
説
の
（
私
）
と

は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
以
下
で
の
葛
西
作
品
か

ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
同
全
集
に
よ
っ
て
い
る
。

（
6
）
例
外
は
、
「
追
憶
」
　
（
「
女
性
」
大
1
2
・
4
）
、
「
温
泉
相
に
て
」
　
（
「
週
間
朝
日
」
大

1
4
・
7
・
1
）
、
「
彼
等
の
日
曜
日
」
　
（
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
大
1
4
・
7
・
1
）
　
の
三
作

で
あ
る
が
、
「
追
憶
」
は
「
出
奔
」
　
（
「
第
一
義
」
大
9
・
7
）
を
改
稿
・
改
感
し
た
作

品
で
あ
り
、
他
の
二
作
も
発
表
誌
の
性
格
か
ら
他
の
作
品
と
同
列
に
扱
い
に
く
い
も

の
で
あ
る
。

（
7
）
E
d
w
a
r
d
F
O
w
－
e
r
I
↓
が
e
知
訂
冒
L
c
Q
、
C
O
日
計
s
s
訂
b
㌧
詮
邑
㌫
箆
瘡
C
訂
ね
ぎ
せ

↓
篭
e
ミ
訂
註
・
9
ミ
⊂
q
b
恕
記
S
e
句
首
肯
眉
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
O
f
C
a
－
i
旨
r
n
i
a
P
r
e
夢
－
浩
声
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（
8
）
「
遺
さ
れ
た
も
の
－
死
と
そ
の
時
代
1
」
（
r
芥
川
龍
之
介
諭
し
筑
摩
書
房
、
昭
5
1
）

（
9
）
「
新
潮
合
評
会
第
二
十
四
回
－
四
月
の
創
作
－
」
　
（
「
新
潮
」
大
1
4
・
5
）
。
た
だ
し
、

引
用
は
r
葛
西
善
蔵
全
集
別
巻
」
　
（
津
軽
書
房
、
昭
由
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
注
（
7
）
　
に
同
じ
。

（
1
1
）
「
新
潮
合
評
会
第
十
回
－
二
月
の
創
作
－
」
（
「
新
潮
」
大
1
3
・
3
）
。
た
だ
し
、
引
用

は
r
葛
西
善
蔵
全
集
別
巻
」
　
（
津
軽
書
房
、
昭
5
0
）
　
に
よ
る
。

－
か
し
は
ら
・
お
さ
む
、
本
学
総
合
科
学
部
教
授
－




