
 

      

は
じ
め
に 

 

『
地
下
へ
』

（

１

）

は
、
『
向
う
側
』

（

２

）

、
『
広
場
』

（

３

）

、
『
炎
』

（

４

）

の
書
か
れ
た
一
九
六
六

年
か
ら
二
年
後
の
、
一
九
六
八
年
に
書
か
れ
て
い
る
。
日
野
啓
三
は
、
一
九
六
四

年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
、
初
代
常
駐
特
派
員
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
取

材
後
、
一
九
六
六
年
に
小
説
を
書
き
始
め
た
が
、
一
九
六
七
年
に
は
再
び
ベ
ト
ナ

ム
へ
取
材
に
赴
い
た
。
『
地
下
へ
』
は
、
最
初
の
ベ
ト
ナ
ム
体
験
と
そ
の
後
の
創

作
を
経
て
、
二
度
目
の
ベ
ト
ナ
ム
取
材
と
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
担
当
デ
ス
ク
と
し
て
の

激
務
の
中
で
書
か
れ
て
い
る
。

（

５

） 

『
地
下
へ
』
以
前
の
三
作
品
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
内
戦
状
態
の
現
実
を
捉
え
よ

う
と
す
る
、
文
体
上
の
工
夫
が
見
ら
れ
た
。
『
向
う
側
』
で
は
、
一
人
称
《
私
》

の
語
り
に
よ
る
言
説
と
会
話
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
言
説
と
が
交
互
に
現

れ
、
《
向
う
側
》
と
い
う
言
葉
の
内
実
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。

（

６

）

『
広
場
』
『
炎
』

は
、
い
ず
れ
も
人
称
を
固
定
し
な
い
語
り
に
よ
っ
て
、
小
説
の
、
物
語
と
し
て
の

成
立
を
阻
も
う
と
し
て
い
た
。

（

７

）

そ
れ
ら
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
特
派
員
の
経
験
を
イ

ン
パ
ク
ト
と
し
て
小
説
を
書
き
始
め
た
日
野
が
、
日
常
的
な
現
実
や
既
成
の
認
識

の
枠
組
み
を
超
え
出
る
世
界
を
捉
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
り
わ
け
『
広
場
』
『
炎
』
に
お
け
る
語
り
は
、
そ
の
複
雑
さ
特
異
さ

に
お
い
て
、
日
野
の
全
小
説
の
中
で
も
異
彩
を
放
っ
て
い
る
。 

そ
れ
ら
に
続
い
て
書
か
れ
た
『
地
下
へ
』
は
、
記
者
で
あ
る
《
私
》
が
、
地
下

活
動
組
織
の
中
心
人
物
を
取
材
す
る
た
め
、
「
教
授
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
の
導
き

に
よ
っ
て
、
地
下
組
織
と
接
触
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
。
だ
が
、
《
私
》
は
、
小

説
冒
頭
で
教
授
の
埋
葬
式
に
参
列
し
て
お
り
、
死
ん
だ
は
ず
の
教
授
の
指
令
で
動

く
人
間
た
ち
に
よ
っ
て
組
織
と
接
触
さ
せ
ら
れ
る
。
《
私
》
に
と
っ
て
、
組
織
の
、

教
授
の
死
に
対
す
る
考
え
方
や
、
組
織
自
体
の
構
成
の
さ
れ
方
、
あ
る
い
は
組
織

の
論
理
と
い
っ
た
も
の
は
、
容
易
に
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

《
私
》
は
、
地
下
組
織
の
中
心
人
物
に
会
う
と
い
う
目
的
を
持
ち
な
が
ら
、
実
際

に
は
、
地
下
組
織
の
謎
に
次
々
と
直
面
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
い
つ
目
的
が
果
た

さ
れ
る
の
か
、
目
的
を
果
た
す
こ
と
は
可
能
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
を
持
た
ざ
る

を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

『
地
下
へ
』
は
、
次
々
と
謎
に
直
面
す
る
《
私
》
に
つ
い
て
、
一
人
称
で
語
る

物
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
『
広
場
』
『
炎
』
と
共
通
す
る
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を

思
わ
せ
る
内
線
状
態
の
た
だ
中
に
あ
る
記
者
の
視
点
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
『
広
場
』
『
炎
』
に
見
ら
れ
た
、
「
Ｋ
」
と
い
う
人
物
を
捉
え
る
三
人
称
と
、

《
ぼ
く
》
（
『
広
場
』
）
あ
る
い
は
《
私
》
（
『
炎
』
）
と
し
て
語
ら
れ
る
一
人

称
と
の
混
じ
り
合
い
と
い
う
語
り
の
特
徴
は
、
『
地
下
へ
』
に
お
い
て
は
維
持
さ
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れ
て
い
な
い
。
で
は
、
『
地
下
へ
』
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
が
ど
の
よ

う
な
語
り
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
『
地
下
へ
』
の
分
析

を
と
お
し
て
、
日
野
自
身
が
〈
実
験
的
〉

（

８

）

と
し
た
初
期
短
篇
の
可
能
性
と
限
界
を

明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

一
．
死
を
め
ぐ
る
相
違 

 

教
授
の
死
は
、
教
授
を
と
お
し
て
地
下
組
織
の
最
高
指
導
者
に
接
触
し
よ
う
と

し
て
い
た
《
私
》
に
と
っ
て
、
貴
重
な
ニ
ュ
ー
ス
・
ソ
ー
ス
の
喪
失
で
あ
っ
た
。

重
ね
て
、
教
授
に
好
感
を
持
っ
て
い
た
《
私
》
は
、
教
授
の
死
を
個
人
的
に
悲
し

ん
で
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
《
私
》
は
、
死
ん
だ
は
ず
の
教
授
に
指
令
を
受

け
た
と
い
う
何
人
か
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
《
私
》
は
、
そ
の
人
間
た

ち
の
言
葉
を
、
全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
《
私
》
は
、

結
果
的
に
そ
の
人
間
た
ち
に
導
か
れ
て
、
地
下
組
織
の
最
高
指
導
者
に
会
う
た
め

の
端
緒
を
得
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
《
私
》
は
、
死
ん
だ
は
ず
の
教
授
の
手

引
き
で
地
下
組
織
に
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
、
教
授
の
死
を
い
か
に
考
え

る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
、
地
下
組
織
と
の
間
に
、
論
理
の
違
い
を
見
る
こ
と
に

な
る
。 

《
私
》
の
、
教
授
の
死
の
問
題
に
対
す
る
態
度
は
、
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
。

《
私
》
は
、
教
授
の
死
後
、
そ
れ
を
事
実
と
信
じ
て
地
下
組
織
の
人
間
に
対
応
す

る
。
だ
が
、
そ
の
《
私
》
の
態
度
と
は
裏
腹
に
、
《
私
》
自
身
は
教
授
の
死
体
を

見
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
《
私
》
は
、
教
授
が
死
ん
だ
こ
と
を
自
身
の
眼
で
確
認

し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
他
の
参
列
者
に
悲
し
み
の
表
情
が
見
ら
れ

な
い
こ
と
を
訝
し
く
思
っ
て
も
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
教
授
は
死
ん
だ
と
信
じ
る

《
私
》
に
反
し
て
、
実
は
教
授
は
生
き
て
お
り
、
地
下
組
織
に
よ
っ
て
教
授
の
死

が
偽
装
さ
れ
た
の
だ
と
仮
定
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
地
下
組
織
の
人

間
た
ち
も
ま
た
、
教
授
が
死
ん
だ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
教
授
の
死
を
認
め
た
う

え
で
、
そ
れ
が
《
終
り
で
は
な
い
》
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
《
私
》
と
地
下

組
織
の
人
間
と
の
、
教
授
の
死
に
端
を
発
す
る
論
理
の
違
い
を
確
認
し
て
み
よ
う
。 

《
私
》
は
、
教
授
の
死
を
悲
し
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
教
授
と
親
し
く
し
て

い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
人
間
の
死
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
感
じ
て

い
る
。 

ま
だ
こ
こ
に
き
て
半
年
あ
ま
り
に
し
か
な
ら
な
い
私
で
さ
え
、
す
で
に
ど

れ
だ
け
の
死
を
見
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う
。
水
田
の
あ
ぜ
道
で
、
林
の
か
げ
で
、

国
道
わ
き
で
、
都
会
の
路
上
で
、
政
府
の
建
物
に
隣
り
合
っ
た
映
画
館
の
入

口
で
、
中
央
広
場
の
公
開
処
刑
場
で
、
憲
兵
司
令
部
の
裏
の
銃
殺
場
で
、
荒

地
の
中
の
政
治
犯
監
獄
で
、
川
沿
い
の
難
民
収
容
所
で
、
死
の
方
が
ほ
と
ん

ど
人
間
の
正
常
の
在
り
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ど
こ
に
も
、
い
つ
で
も
、

死
は
こ
の
土
地
の
上
を
公
然
と
歩
き
ま
わ
り
、
よ
ろ
め
き
、
横
た
わ
り
、
あ

る
い
は
風
と
戯
れ
、
虫
た
ち
と
親
し
ん
で
い
た
。 

 

最
初
は
思
わ
ず
顔
を
そ
む
け
、
つ
い
で
は
げ
し
い
怒
り
に
か
ら
れ
、
そ
し

て
い
ま
は
率
直
な
と
こ
ろ
、
私
自
身
、
死
体
に
も
処
刑
に
も
、
と
く
に
神
経

が
ふ
る
え
る
こ
と
は
な
く
な
り
始
め
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
《
私
》
は
、
死
を
頻
繁
に
目
撃
し
て
お
り
、
死
ん
だ
人
間
を
《
正

常
の
在
り
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
》
感
じ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
人
の
死
に

慣
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
死
を
《
人
間
の
正
常
の
在
り
方
》
だ
と
確
信
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
教
授
の
よ
う
な
親
し
い
人
間
の
死
に
悲
し
み
を
感
じ

る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
よ
う
。 
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し
か
し
、
教
授
の
指
令
に
よ
っ
て
動
く
と
自
称
す
る
地
下
組
織
の
人
間
た
ち
に

導
か
れ
て
た
ど
り
着
い
た
建
物
の
中
で
、
《
私
》
を
待
っ
て
い
た
二
人
の
男
は
、

教
授
の
死
を
悲
し
ん
で
も
い
な
い
し
、
重
大
な
こ
と
と
受
け
取
っ
て
も
い
な
い
。

《
私
》
は
、
死
を
《
正
常
の
在
り
方
で
あ
る
か
の
よ
う
に
》
感
じ
て
は
い
る
が
、

死
が
人
間
の
終
わ
り
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
持
ち
続
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、《
私
》

は
、
男
た
ち
が
《
私
》
の
感
謝
を
教
授
に
伝
え
て
お
こ
う
と
言
い
、
教
授
の
死
を

重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
。
《
私
》
と
男
の
一

人
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
意
見
の
交
換
が
あ
る
が
、
問
題
は
、
二
人
の
依
拠
す
る

論
理
の
違
い
で
あ
る
。 

「
死
ぬ
こ
と
が
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」 

思
わ
ず
私
の
声
が
高
ま
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
相
手
の
方
が
今
度
は
若
干

驚
い
た
ら
し
か
っ
た
。
男
た
ち
二
人
は
ち
ょ
っ
と
顔
を
見
合
せ
た
が
、
私
の

顔
を
改
め
て
見
直
し
な
が
ら
、
男
は
言
っ
た
。 

「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。
死
は
別
に
終
り
で
は
な
い

は
ず
で
す
が
」 

混
乱
し
か
け
た
頭
を
あ
わ
て
て
ま
と
め
な
が
ら
、
私
は
言
っ
た
。 

「
何
か
わ
れ
わ
れ
の
間
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
ず
れ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
ぼ
く
の
理
解
す
る
限
り
、
あ
な
た
の
い
お
う
と
な
さ

っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
は
、
あ
な
た
方
の
意
志
と
事
業
は
、
は
じ
め
か
ら
当
然
、

死
な
ど
と
い
う
も
の
を
越
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
俗
っ
ぽ
い
言
い
方

で
言
う
と
、
決
死
の
事
業
な
の
だ
か
ら
、
死
に
よ
っ
て
終
り
に
な
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
と
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
」 

「
あ
な
た
が
そ
う
理
解
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
で
も
い
い
と
し
て
お
き
ま
し

ょ
う
。
ま
だ
わ
れ
わ
れ
の
世
界
に
十
分
慣
れ
て
な
い
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
れ

に
そ
う
い
う
問
題
は
わ
れ
わ
れ
の
と
こ
ろ
で
は
、
あ
ま
り
に
自
明
の
こ
と
な

の
で
、
私
も
改
め
て
説
明
し
に
く
い
の
で
す
よ
」 

男
の
依
拠
す
る
《
わ
れ
わ
れ
の
世
界
》
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
死
が
終
わ
り
で
な

い
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
死
ん
だ
は
ず
の
教
授
に
取
り
計
ら
い
の
感
謝
を
伝
え
る

こ
と
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
《
私
》
は
、
死
を
終
わ
り
と
考
え
て

お
り
、
男
の
言
葉
の
中
の
《
終
り
で
は
な
い
》
を
比
喩
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
二
人
は
、
別
々
の
論
理
に
依
拠
す
る
。
こ
こ
で
の
論
理
の
差
異
は
、
端

的
に
は
、
死
が
終
わ
り
で
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間

は
、
死
に
よ
っ
て
世
界
か
ら
消
滅
す
る
の
か
、
死
ん
で
も
世
界
に
参
加
し
続
け
る

の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
死
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
お
い
て
自

明
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
二
つ
の
世
界
は
、
全
く
別
の
世
界
だ
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
《
私
》
が
全
く
理
解
で
き
て
い
な
い
そ
の
世
界
こ
そ
が
、
《
地

下
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

埋
葬
式
で
悲
し
み
の
表
情
を
見
せ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
地
下
組
織
の
人
間
だ
っ

た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は
教
授
の
死
を
終
わ
り
だ
と
は
考
え
な
か
っ
た
た
め
悲
し
む

こ
と
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
《
私
》
が
感
じ
て
い
る
、
死
が
《
人

間
の
正
常
の
在
り
方
》
で
あ
る
よ
う
な
街
で
、
《
私
》
自
身
の
論
理
と
は
別
の
論

理
で
世
界
を
見
出
す
人
間
が
、
発
見
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

二
．
地
下
組
織
の
構
造
と
論
理 

 

《
私
》
の
目
的
は
、
教
授
が
ボ
ス
と
呼
ん
で
い
た
人
物
、
す
な
わ
ち
地
下
組
織

の
最
高
指
導
者
に
会
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
男
た
ち
に
も
会
っ
て
い
る

《
私
》
は
、
教
授
の
死
の
問
題
を
保
留
し
て
、
目
的
の
た
め
の
話
を
進
め
る
こ
と
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に
す
る
。
そ
の
時
、
《
私
》
は
、
地
下
組
織
が
独
自
の
体
制
を
持
ち
、
《
地
上
の

人
々
の
世
界
》
と
は
異
な
る
世
界
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
が
、
死
に
つ

い
て
の
考
え
方
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
論
理
に
戸
惑
う

こ
と
に
な
る
。 

男
の
説
明
す
る
地
下
組
織
の
構
造
は
、
無
数
の
小
グ
ル
ー
プ
が
隣
接
す
る
グ
ル

ー
プ
と
連
結
し
て
、
名
も
顔
も
知
ら
な
い
人
間
か
ら
の
指
令
を
伝
達
し
て
い
く
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
男
は
、
実
際
に
は
教
授
に
会
っ
た
こ
と
も
な
く
、

本
名
も
知
ら
な
い
と
い
う
。
《
私
》
は
、
そ
れ
を
、
拷
問
に
よ
っ
て
組
織
が
被
害

を
受
け
な
い
た
め
だ
と
理
解
す
る
が
、
《
私
》
の
利
害
に
と
っ
て
は
、
切
実
な
問

題
と
な
る
。
男
は
、
地
下
組
織
の
体
制
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

わ
れ
わ
れ
の
組
織
は
、
あ
な
た
に
は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
の
ひ
ろ
が
り
と
、

層
の
厚
さ
と
、
巧
妙
な
仕
組
み
と
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
形
の
上
で
は

わ
れ
わ
れ
は
ご
く
少
人
数
ず
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え

に
、
お
互
い
の
身
の
上
や
性
格
や
つ
ま
ら
な
い
く
せ

―
精
神
を
集
中
す
る

と
き
に
右
手
で
鼻
毛
を
抜
く
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
知
ら
な
い
で
す
む
た

め
に
、
よ
り
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
、
つ
ね
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
こ
こ
の
世
界
は
、
そ
の
意
味
で
、
純
粋
に
魂
の
空
間
そ
の
も
の
と
い

え
ま
す
。 

そ
し
て
、
《
男
》
は
、
こ
の
非
連
続
の
世
界
の
中
を
、
《
私
》
が
自
分
の
力
で

最
高
指
導
者
の
と
こ
ろ
ま
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
告
げ
る
。
《
私
》
は
、
案
内

さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。
不
満
を
漏

ら
す
《
私
》
に
対
し
て
、
男
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

こ
こ
に
は
直
結
の
ル
ー
ト
と
い
う
の
は
な
い
の
で
す
よ
。
あ
な
た
の
い
う
よ

う
な
仕
組
み
な
ら
、
地
上
と
全
く
変
ら
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
切
り
離

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
本
質
的
に
つ
な
が
り
、
一
見
不
合
理
な
よ

う
な
形
態
で
正
し
い
真
実
が
実
現
さ
れ
る

―
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の

独
自
さ
で
あ
り
強
さ
で
も
あ
る
の
で
す
よ
。
地
下
活
動
と
い
う
も
の
を
、
安

易
に
考
え
て
も
ら
い
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

《
私
》
は
、
地
下
組
織
の
中
心
に
い
る
最
高
指
導
者
と
い
え
る
人
物
に
会
い
た

い
と
願
う
。
し
か
し
、
地
下
組
織
の
構
造
は
、
そ
れ
を
簡
単
に
叶
え
る
よ
う
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
《
私
》
は
、
自
分
自
身
の
力
で
、
中
心
ま
で
辿
り
着
か
ね
ば
な

ら
な
い
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
、
そ
し
て
、
男
は
、
《
私
》
が
積
極
的
に
為
す
べ
き

こ
と
を
示
す
こ
と
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。 

「
何
も
ご
心
配
な
く
、
こ
こ
で
あ
な
た
を
ひ
と
り
突
き
放
し
て
勝
手
に
し
ろ
、

と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
あ
な
た
は
い
ま
ま
で
の
ま
ま

で
い
い
の
で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
わ
れ
わ
れ
の
姿
は
見
え
ま
せ

ん
」 

男
と
の
会
見
は
、
男
の
こ
の
言
葉
で
終
わ
る
。
こ
の
会
見
で
《
私
》
は
、
具
体

的
な
成
果
を
得
る
こ
と
な
く
、
た
だ
地
下
組
織
が
自
分
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
《
私
》
が
為
す
べ
き
こ
と
は
、
何
も
示
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
さ
に
《
私
》
は
、
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
、
起
こ
る
こ
と
を
自

分
の
目
で
見
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

《
私
》
は
、
男
の
言
う
《
地
上
》
の
論
理
で
地
下
組
織
に
対
峙
し
て
い
た
の
だ

が
、
《
私
》
自
身
が
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
、
そ
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
世
界
は
、
非
連
続
に
分
断
さ
れ
つ
つ
広
い
つ
な
が
り
を
持
っ
た
人
間

た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
男
が
《
魂
の
空
間
そ
の
も
の
》
と
呼
ん
だ
世
界
で
あ

る
。
男
の
言
葉
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
世
界
で
は
、
個
々
の
人
間
が
持
つ
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肉
体
の
存
在
感
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
と
意
識
に
お
い
て
繋
が
れ
た
と
感
じ

る
こ
と
に
よ
る
存
在
感
の
方
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
理
解
す
れ
ば
、
男
た
ち
が
教
授
の
死
を
重
視
し
な
い
理
由
は
、
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
教
授
の
肉
体
が
死
に
至
っ
た
こ
と
が
、
教
授
の
意
識
の

消
滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
教
授
の
意
識
を
実
感
で
き
る
限
り
は
、
そ

の
存
在
感
も
失
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る

に
は
、
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
な
い
意
識
が
あ
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
そ
れ
が
あ
り
得
る
と
す
る
論
理
こ
そ
が
、
地
下
組
織
の
構
造
を
成
り
立
た

せ
、
同
時
に
、
《
私
》
と
地
下
組
織
の
人
間
た
ち
を
隔
て
て
い
る
の
で
あ
る
。 

地
下
組
織
と
の
論
理
の
相
違
を
残
し
た
ま
ま
、
《
私
》
は
地
下
組
織
に
取
り
込

ま
れ
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
《
私
》
は
次
々
と
地
下
組
織
の
人
間
に
接
触
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
接
触
は
、
常
に
地
下
組
織
の
側
か
ら
、
し
か

も
偶
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
始
ま
り
、
繋
が
っ
て
い
く
。
厳
密
に
は
、
教
授
の
死

後
、
教
授
の
指
令
を
受
け
た
と
い
う
人
間
の
言
葉
を
信
じ
て
は
い
な
い
《
私
》
が
、

前
述
し
た
男
に
会
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
自
体
に
、
偶
然
の
要
素
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
つ
ま
り
、
男
に
会
う
ま
で
の
過
程
で
す
で
に
、
《
私
》
は
地
下
組
織
に

取
り
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
男
は
そ
の
こ
と
を
《
私
》
に
告
げ
た

だ
け
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 

地
下
組
織
の
人
間
た
ち
の
う
ち
、
幾
人
か
は
、
偶
然
に
出
会
っ
た
形
で
《
私
》

と
接
触
す
る
。
教
授
の
死
後
、
最
初
に
接
触
し
た
の
は
、
い
つ
も
教
授
が
連
絡
に

使
っ
て
い
た
老
婆
で
あ
る
。
そ
の
老
婆
は
、
教
授
が
死
ん
だ
は
ず
の
時
間
よ
り
後

に
受
け
た
と
い
う
連
絡
を
持
っ
て
現
れ
る
。
《
私
》
は
、
そ
の
連
絡
を
信
じ
な
い

が
、
内
容
が
い
つ
も
教
授
と
会
っ
て
い
た
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
け
と
い
う
も
の
だ
っ

た
た
め
、
食
事
を
す
る
つ
も
り
で
出
向
く
。
結
局
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
誰
に
も
出
会

わ
な
か
っ
た
《
私
》
は
、
女
を
買
う
気
に
な
り
、
輪
タ
ク
を
拾
お
う
と
、
運
転
手

た
ち
の
溜
ま
り
場
に
行
き
、
新
顔
の
運
転
手
の
車
に
乗
る
。
す
る
と
、
そ
の
運
転

手
が
、
男
と
会
見
す
る
場
所
に
《
私
》
を
運
ん
だ
の
で
あ
る
。
も
し
、
《
私
》
が

女
を
買
う
気
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
《
私
》
と
男
と
の
会
見
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
た
だ
、
地
下
組
織
側
か
ら
い
え
ば
、
《
私
》
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
義
務

は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
は
、
《
私
》
が
無
意
識
の
う
ち
に
地
下
組
織
の
用

意
し
た
受
け
入
れ
体
制
に
乗
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

《
私
》
の
心
の
動
き
を
地
下
組
織
側
が
予
測
し
て
い
た
と
も
い
え
る
。 

《
私
》
が
男
と
会
見
し
た
場
所
か
ら
帰
ろ
う
と
拾
っ
た
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
も

ま
た
、
偶
然
を
装
っ
て
い
る
。
夜
中
、
タ
ク
シ
ー
を
拾
え
る
見
込
み
の
な
い
場
所

に
通
り
か
か
っ
た
タ
ク
シ
ー
を
、
《
私
》
は
止
め
よ
う
と
す
る
。
《
私
》
は
、
道

に
飛
び
出
し
て
タ
ク
シ
ー
を
止
め
る
が
、
運
転
手
は
、
急
ブ
レ
ー
キ
で
止
ま
っ
て

怒
鳴
っ
た
後
、
仕
事
は
終
わ
っ
た
と
い
っ
て
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
料
金
の
三
倍

出
す
と
い
う
こ
と
で
《
私
》
は
車
に
乗
る
が
、
運
転
手
は
行
き
先
も
聞
か
ず
旧
聖

堂
に
連
れ
て
行
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
初
め
て
運
転
手
が
地
下
組
織
の
人
間
で
あ

る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
一
体
何
者
だ
。
お
ま
え
は
。
妙
な
こ
と
ば
か
り
し
や
が
っ
て
」 

「
そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
あ
な
た
に
は
大
切
な
目
的
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
教
授
か
ら
は
た
し
か
そ
う
い
う
話
で
し
た
が
ね
」 

こ
の
よ
う
に
、
地
下
組
織
の
人
間
た
ち
は
、
当
然
《
地
上
》
の
顔
を
持
っ
て
お

り
、
《
私
》
の
目
で
地
下
組
織
の
人
間
を
そ
れ
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
地
下
組
織
が
い
か
な
る
方
法
で
《
私
》
を
取
り
込
ん
で
い
く
の
か

は
、
《
私
》
に
は
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
偶
然
と
し
か
思
わ
れ

な
い
形
で
接
触
し
て
く
る
地
下
組
織
の
人
間
た
ち
は
、
《
私
》
に
と
っ
て
予
測
不
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可
能
な
現
れ
方
を
す
る
。
《
私
》
は
、
誰
が
地
下
組
織
の
人
間
な
の
か
わ
か
ら
ず
、

い
つ
接
触
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
《
地
上
》
の
人
間
と
し
て
の
《
私
》
は
、
不

可
解
な
《
地
下
》
の
論
理
に
よ
っ
て
、
《
地
上
》
に
対
す
る
見
方
の
修
正
を
も
余

儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。 

 

三
．
取
り
込
ま
れ
て
い
る
《
私
》 

 

《
私
》
は
、
男
と
の
会
見
で
、
地
下
組
織
の
構
造
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。 

「
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
見
事
な
戦
い
を
あ
な
た
方
が
実
現
で
き

る
は
ず
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
何
し
ろ
、
こ
こ
の
地
上
の
政
権
は
も
は
や
名
前

だ
け
の
虚
構
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
あ
な
た
方
の
地
下
世
界
の
方
が
現
実
的
な

こ
と
は
、
誰
の
眼
に
も
明
ら
か
な
の
で
す
か
ら
」 

こ
こ
で
《
私
》
は
、
地
上
の
政
権
が
虚
構
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
地
下

組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
自
覚
す
る
と
き
、
《
私
》
は
、
政
権
だ
け
が

虚
構
な
の
で
は
な
く
、
《
地
上
》
そ
の
も
の
が
虚
構
で
は
な
い
か
と
考
え
ね
ば
な

ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
男
の
言
葉
に
し
た
が
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
《
地

上
》
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
そ
の
意
味
づ
け
に
よ
る
役
割
を
果
た
し
て
は
い

て
も
、
《
よ
り
本
質
的
な
結
び
つ
き
》
は
、
《
地
下
》
の
世
界
で
感
じ
て
お
り
、

《
地
上
》
は
多
分
に
仮
の
世
界
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
下
組
織
が

確
実
に
活
動
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
《
私
》
は
、
一
方
で
、
ど
こ
の
誰
が
地
下

組
織
の
人
間
で
あ
る
か
わ
か
ら
ず
、
ど
こ
と
ど
こ
が
繋
が
っ
て
い
る
の
か
も
わ
か

ら
な
い
。
《
地
下
》
の
論
理
を
わ
が
も
の
と
し
な
い
《
私
》
に
と
っ
て
は
、
地
下

組
織
の
構
造
は
不
可
解
で
捉
え
が
た
い
の
で
あ
る
。 

《
私
》
に
と
っ
て
捉
え
が
た
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
《
私
》
は
、
確
実
に
地

下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
。
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
旧
聖
堂

で
、
《
私
》
は
、
爆
発
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
《
私
》
の
乗
っ
た
タ
ク
シ
ー
を
追
っ

て
き
た
車
が
、
武
装
警
官
の
検
問
を
受
け
る
タ
ク
シ
ー
の
後
ろ
に
順
番
を
待
つ
か

の
よ
う
に
停
ま
り
、
乗
っ
て
い
た
男
た
ち
は
逃
げ
去
り
、
爆
発
が
起
こ
る
の
で
あ

る
。
結
果
と
し
て
《
私
》
は
、
爆
破
す
る
建
物
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
で
は
、
《
私
》
が
連
れ
て
こ
ら
れ
た
の
は
何
の
た
め
か
。
意
識
を
回
復
し
た

《
私
》
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。 

あ
の
車
に
爆
薬
が
積
ん
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
車
は
警
官
た
ち
を
引
き
つ

け
て
お
く
た
め
の
オ
ト
リ
だ
っ
た
、
と
く
に
私
の
記
者
証
が

―
と
い
う
考

え
が
浮
か
ん
だ
が
、
実
際
の
テ
ロ
工
作
と
い
う
の
は
、
そ
ん
な
小
説
的
ト
リ

ッ
ク
と
は
別
物
の
は
ず
だ
。 

そ
れ
に
こ
ん
な
廃
墟
に
近
い
建
物
を
、
ど
う
し
て
い
ま
さ
ら
爆
破
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
そ
れ
と
も
運
転
手
が
言
い
か
け
た
よ
う
に
、
こ
こ

が
対
地
下
工
作
活
動
の
秘
密
の
本
部
あ
る
い
は
収
容
所
、
拷
問
室
、
処
刑
場

に
で
も
さ
れ
て
い
た
の
か
。 

運
転
手
は
、
旧
聖
堂
に
連
れ
て
き
た
理
由
を
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
合

理
的
に
考
え
得
る
そ
の
理
由
は
、
《
私
》
が
《
小
説
的
ト
リ
ッ
ク
》
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
た
《
私
》
は
、
利
用
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
。
い
か
に
《
私
》
が
、
《
そ
ん
な
小
説
的
ト
リ
ッ
ク
と
は
別

物
の
は
ず
だ
》
と
考
え
よ
う
と
、
《
私
》
自
身
、
そ
れ
以
外
の
理
由
に
思
い
至
ら

な
い
。
《
私
》
に
は
、
爆
破
自
体
の
意
味
も
、
爆
破
と
自
身
と
の
関
わ
り
も
不
明

な
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
下
宿
に
帰
っ
た
《
私
》
を
、
女
中
が
、
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
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出
迎
え
る
。
《
私
》
は
、
普
段
無
口
で
お
と
な
し
い
女
中
の
態
度
に
驚
く
が
、
女

中
は
構
わ
ず
次
の
よ
う
に
言
う
。 

「
よ
く
お
や
り
で
し
た
よ
。
あ
れ
で
い
い
ん
で
す
よ
。
わ
た
し
は
ち
ゃ
ん
と

信
じ
て
ま
し
た
よ
。
本
当
に
よ
か
っ
た
」 

「
何
の
こ
と
だ
い
、
一
体
、
何
を
い
っ
て
る
ん
だ
い
」 

と
私
は
次
第
に
声
を
高
め
な
が
ら
言
っ
た
が
、
女
は
熱
い
息
を
私
の
耳
に

吐
き
か
け
な
が
ら
、
く
り
か
え
し
同
じ
こ
と
を
さ
さ
や
き
つ
づ
け
る
の
だ
っ

た
。 

「
よ
く
お
や
り
で
し
た
よ
。
わ
た
し
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
の
第
一
の
門
は
、
見

事
に
通
過
し
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
先
が
ま
だ
ま
だ
長
い
の
で
す
け
れ
ど
」 

こ
れ
は
小
説
の
最
後
に
近
い
部
分
だ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
も
爆
破
に
関
す
る
疑

問
は
解
け
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
か
さ
れ
て
い
る
の
は
、
女
中
も
地
下

組
織
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
爆
破
が
《
私
》
に
と
っ
て
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
《
門
》
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
《
私
》
は
、
新
た
な
疑
問
を
持
た

さ
れ
た
だ
け
で
し
か
な
い
。
《
私
》
は
、
爆
破
の
意
味
に
つ
い
て
、
爆
破
と
《
私
》

の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
《
私
》
の
行
動
が
評
価
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
何
一
つ

わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
《
私
》
は
、
確
実
に
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
い
き
、
そ
の

論
理
の
中
で
評
価
す
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
《
私
》
自
身
は
何
も
理
解
で

き
な
い
で
い
る
。
男
が
言
っ
た
《
そ
の
ま
ま
で
い
い
》
と
い
う
言
葉
通
り
、
《
私
》

が
そ
れ
と
自
覚
す
る
こ
と
な
く
行
動
す
る
こ
と
が
、
《
地
下
》
の
世
界
を
生
き
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
《
地
下
》
の
論
理
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
ま
ま
、

《
私
》
は
《
地
下
》
の
世
界
へ
と
入
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。 

 

四
．
《
私
》
の
可
能
性 

 

以
上
の
よ
う
に
、
論
路
的
に
は
何
ら
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
《
私
》
は
地
下
組

織
に
取
り
込
ま
れ
る
。
《
私
》
が
、
男
の
い
う
よ
う
に
《
地
上
》
の
論
理
に
縛
ら

れ
て
い
る
た
め
に
地
下
組
織
の
論
理
を
理
解
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
見
て
き

た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
《
地
上
》
と
は
い
か
な
る
世
界
な
の
か
。
《
私
》
に

即
し
て
見
れ
ば
、
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
で
し
か
な
く
、
女

中
が
女
中
で
し
か
な
い
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
世
界
は
、
タ
ク
シ
ー
の
運

転
手
や
女
中
を
そ
の
よ
う
に
意
味
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
役
割
を
担
わ
せ
、
同
じ

よ
う
に
役
割
を
担
っ
た
人
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
は
、
一

つ
の
社
会
を
支
え
、
体
制
を
支
え
、
世
界
を
支
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
私
》
も
、

外
国
か
ら
来
た
新
聞
記
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
地
下
組
織
の
世
界
に
入
り
込
ん
だ
《
私
》
は
、
そ
の
よ
う
な
《
地
上
》

の
世
界
が
絶
対
で
な
い
こ
と
を
知
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
《
地
上
》
の

世
界
を
虚
構
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
《
私
》
が
地
下
組
織
に
取
り
込

ま
れ
る
こ
と
の
第
一
の
意
義
は
、
《
地
上
》
の
世
界
が
虚
構
的
で
あ
り
、
そ
の
論

理
が
絶
対
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

そ
し
て
、
《
私
》
が
《
地
下
》
の
論
理
を
理
解
で
き
ず
に
、
し
か
も
そ
れ
ま
で

の
《
地
上
》
の
論
理
と
は
隔
た
っ
た
考
え
方
を
し
始
め
る
こ
と
に
も
う
一
つ
の
意

義
が
あ
ろ
う
。
《
地
上
》
の
論
理
が
絶
対
で
な
い
こ
と
は
、
《
私
》
を
取
り
込
ん

で
い
く
地
下
組
織
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、

《
私
》
は
、
《
地
上
》
の
論
理
の
代
わ
り
に
《
地
下
》
の
論
理
を
選
ん
で
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
《
私
》
に
と
っ
て
は
、
《
地
上
》
の
論
理
と
は
異
な
る
論
理
で
成

り
立
っ
た
《
地
下
》
の
世
界
が
あ
る
こ
と
は
実
感
で
き
る
が
、
そ
の
《
地
下
》
の

日野啓三『地下へ』論

− 33 −



 

論
理
自
体
は
不
可
解
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
《
私
》
は
ど
の
よ
う
に
考
え
方

を
更
新
し
て
い
く
の
か
。
《
私
》
が
、
死
の
捉
え
方
に
お
い
て
、
根
本
的
な
変
更

で
は
な
い
に
し
て
も
、
死
が
《
人
間
の
正
常
の
在
り
方
》
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感

じ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
。
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
、
旧
聖
堂
の
爆
破

に
巻
き
込
ま
れ
た
《
私
》
は
、
自
身
の
死
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
終

わ
り
と
し
な
い
考
え
方
を
得
て
い
る
。
爆
破
の
後
、
意
識
を
回
復
し
た
時
、
そ
れ

は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。 

そ
う
し
て
月
光
を
顔
一
面
に
受
け
な
が
ら
、
じ
っ
と
横
た
わ
っ
て
い
る
と
、

い
つ
の
間
に
か
「
お
れ
は
す
で
に
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
気
が
し
て
き
た
。 

そ
し
て
も
し
本
当
に
こ
れ
が
死
の
状
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
死
ん
で

か
ら
も
、
右
ひ
ざ
の
痛
み
と
、
痛
み
さ
え
感
じ
ら
れ
な
い
額
か
頬
の
傷
を
除

け
ば
、
何
も
変
り
も
終
り
も
、
従
っ
て
始
ま
り
も
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
死

は
別
に
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ

た
。 だ

が
、
死
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
何
も
終
り
も
始
ま
り
も
し
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
以
上
怖
ろ
し
い
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

―
と
ま
で
考
え
た
と
き
、
改
め
て
そ
ん
な
考
え
は
自
分
に
は
お
よ
そ
似
つ

か
わ
し
く
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
（
月
の
光
は
人
を
不
健
全
に
酔
わ
せ
る
）
、

私
は
思
い
切
っ
て
頭
を
持
ち
あ
げ
て
み
た
。 

こ
こ
で
、
死
が
終
わ
り
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
直
接
に
は
、
こ
れ
以
前
に

地
下
組
織
の
死
に
対
す
る
考
え
方
を
聞
い
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
《
私
》
に
自
然
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
は
、
《
私
》
が

地
下
組
織
の
論
理
を
我
が
も
の
と
す
る
可
能
性
を
示
し
て
も
い
る
。
だ
が
、
《
私
》

は
、
そ
の
考
え
を
《
自
分
に
は
お
よ
そ
似
つ
か
わ
し
く
な
い
》
と
し
て
排
除
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
《
自
分
》
と
は
、
地
下
組
織
の

論
理
を
納
得
で
き
な
か
っ
た
《
私
》
、
つ
ま
り
は
、
《
地
上
》
の
論
理
で
生
き
る

《
私
》
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
《
私
》
自
身
は
、
す
で
に
《
地
上
》
の
論
理
を

絶
対
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
疑
い
を
抱
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
そ

れ
ま
で
持
っ
て
い
た
論
理
で
は
考
え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
自
然
に
思
い
浮
か
べ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
考
え
は
、
《
私
》
の
中
に
定
着
し
て
は
い
な
い
。

そ
れ
は
、
《
私
》
が
《
地
上
》
の
論
理
に
替
わ
る
論
理
を
持
て
な
い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
排
除
さ
れ
た
考
え
が
、
《
私
》
自
身
の
感
じ
て
い
た

《
人
間
の
正
常
の
在
り
方
》
と
し
て
の
死
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
《
私
》
自
身
の
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
捉

え
方
を
根
本
的
に
変
更
す
る
、
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、

地
下
組
織
の
論
理
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
《
私
》
自
身
の
実
感

に
よ
っ
て
論
理
の
変
更
が
行
わ
れ
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

は
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
考
え
は
排
除
さ
れ
て
お
り
、
《
私
》
の
新
た
な
論
理
の
獲

得
は
、
そ
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
《
私
》
が
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

《
地
上
》
の
論
理
の
相
対
性
と
、
《
私
》
自
身
の
論
理
の
変
更
可
能
性
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
と
と
は
、
最
後
の
場
面
の
含
意
と
し
て
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
最
後
の
場
面
は
《
私
》
が
下
宿
に
帰
り
着
い
た
場
面

で
あ
り
、
作
品
を
締
め
括
る
次
の
部
分
は
、
先
に
挙
げ
た
女
中
と
の
会
話
に
続
く

場
面
で
あ
る
。 

私
は
急
に
全
身
の
毛
穴
か
ら
、
疲
労
の
脂
が
に
じ
み
出
て
く
る
の
を
感
じ
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な
が
ら
、
玄
関
わ
き
の
茂
み
に
咲
き
乱
れ
て
い
る
こ
の
小
さ
な
黒
い
花
は
、

た
し
か
紅
色
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、
と
考
え
た
。 

こ
の
場
面
は
、
前
述
の
と
お
り
、
女
中
さ
え
も
が
地
下
組
織
の
人
間
で
あ
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
同
時
に
、
《
私
》
が
地
下
組
織
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
で
、
《
私
》
の
依
拠
し
よ
う
と
す
る
《
地
上
》
の
論
理
の
非
有
効
性
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
、
《
私
》
は
、
紅
色
だ
っ
た
は
ず
の
花
を
黒
い
花
と
し

て
見
て
い
る
。
こ
れ
は
、
《
私
》
が
地
下
組
織
の
論
理
が
成
り
立
つ
世
界
に
足
を

踏
み
入
れ
た
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
か
。
紅
色
だ
っ
た
は
ず
の
花
を
黒
い
花
と
見
る

目
は
、
世
界
を
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
見
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
の
論
理

を
相
対
的
に
退
け
て
別
の
世
界
を
発
見
し
て
い
く
こ
と
を
促
す
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

五
．
一
人
称
の
限
界 

 

し
か
し
、
こ
の
小
説
に
、
《
紅
色
だ
っ
た
は
ず
だ
が
》
と
い
う
《
私
》
の
疑
問

に
答
え
る
者
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
は
、
《
と
考
え
た
》
と
語
る
語
り
手

の
把
握
か
ら
は
み
出
す
こ
と
が
な
い
。
自
己
の
依
拠
す
べ
き
論
理
を
見
失
っ
て
い

く
《
私
》
を
、
過
去
の
こ
と
と
し
て
語
っ
て
い
く
一
人
称
の
語
り
手
は
、
そ
れ
を

物
語
と
し
て
語
り
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
決
し
て
揺
ら
い
で
は
い
な
い
。

《
私
》
が
直
面
す
る
《
地
下
》
の
論
理
が
、
い
か
に
捉
え
が
た
く
不
可
解
な
も
の

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
惑
乱
さ
れ
る
《
私
》
は
、
惑
乱
さ
れ
る
と
い
う
安
定
し
た

物
語
を
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

た
と
え
ば
、
『
地
下
へ
』
は
、
《
私
》
が
教
授
の
埋
葬
式
に
参
列
す
る
場
面
で

始
ま
る
が
、
冒
頭
に
あ
る
の
は
、
教
授
の
棺
を
埋
め
る
土
の
音
に
つ
い
て
の
、
次

の
一
文
で
あ
る
。 

そ
の
音
を
、
私
は
初
め
て
聞
い
た
。 

小
説
は
ま
ず
、
《
私
》
に
と
っ
て
初
め
て
の
聴
覚
的
体
験
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。

そ
れ
は
、
《
意
外
な
ほ
ど
大
き
な
音
》
だ
っ
た
。
そ
の
音
に
つ
い
て
は
、
多
く
の

土
が
投
げ
こ
ま
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。 

す
で
に
か
な
り
埋
め
ら
れ
た
棺
は
、
も
う
音
を
立
て
な
い
。
土
と
土
の
ぶ
つ

か
る
鈍
い
無
意
味
な
音
が
す
る
だ
け
だ
。 

《
無
意
味
な
音
》
に
な
る
前
の
《
意
外
な
ほ
ど
大
き
な
音
》
は
、
《
私
》
に
と

っ
て
、
教
授
の
棺
を
埋
め
る
土
の
音
と
し
て
特
別
な
《
意
味
》
を
持
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
《
私
》
の
教
授
に
対
す
る
好
感
を
、
《
私
》
の
聴
覚
的

体
験
を
と
お
し
て
示
す
、
周
到
な
語
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
り
は
、
常
に

《
私
》
の
感
覚
に
寄
り
添
い
続
け
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
り
、
そ
れ
を
相
対
化
し

た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
教
授
が
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
、
《
地
下
三

メ
ー
ト
ル
の
土
の
中
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
ひ
と
り
横
に
な
っ
て
い
る
教
授
の
姿
》

を
《
私
》
に
思
い
起
こ
さ
せ
も
す
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
《
私
》
の
感
覚

を
語
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
語
り
の
レ
ベ
ル
で
は
、
文
字
通
り
の
《
地
下
》
に
い

る
教
授
と
、
《
地
下
》
の
世
界
に
ま
る
で
存
在
し
続
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
男
た

ち
が
言
う
教
授
と
が
語
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
が
交
錯
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

は
、
《
私
》
の
感
覚
が
そ
れ
ら
を
混
同
す
る
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
も
あ

る
。 あ

る
い
は
、
小
説
の
な
か
で
《
私
》
は
、
街
の
様
子
を
視
覚
的
に
捉
え
る
が
、

そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
は
、
ど
こ
か
《
い
つ
も
》
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

食
事
を
終
え
て
、
輪
タ
ク
を
拾
お
う
と
広
場
に
向
か
っ
て
歩
く
と
き
、
街
は
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。 
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広
場
へ
の
通
り
を
歩
き
な
が
ら
、
何
か
街
の
様
子
が
い
つ
も
と
少
し
ち
が

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
街
灯
の
薄
暗
い
の
は
発
電
所
爆
破
の
せ
い
だ

と
し
て
も
、
こ
の
時
刻
な
ら
ま
だ
け
っ
こ
う
出
歩
い
て
る
は
ず
の
人
通
り
が

何
と
な
く
少
な
い
。
そ
れ
に
時
折
す
れ
ち
が
う
人
た
ち
も
、
妙
に
よ
そ
よ
そ

し
い
無
関
心
な
顔
つ
き
で
、
ひ
ど
く
急
ぎ
足
で
飛
ぶ
よ
う
に
歩
み
去
る

が
、
反

（
マ
マ
）
（
９
）

対
に
奇
妙
に
の
ろ
の
ろ
と
漂
う
よ
う
な
不
確
か
な
足
つ
き
で
ぶ
ら

つ
い
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
な
《
い
つ
も
》
と
は
異
な
る
印
象
が
、
街
の
場
面
で
は
ず
っ
と
続
い

て
い
く
。
そ
れ
は
、
《
私
》
の
認
識
す
る
街
の
様
子
が
い
つ
も
と
違
っ
て
い
る
こ

と
、
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
《
私
》
の
認
識
が
い
つ
も
と
違
っ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、
こ
の
違
和
感
は
、
小
説
の
中
で
は
解
消
さ
れ
る
こ
と
も
、

そ
の
意
味
が
明
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
語
り
の
最
後
に
、

先
に
見
た
《
黒
い
花
》
の
認
識
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
語
ら
れ
る
《
私
》
の
感
覚

が
《
い
つ
も
と
少
し
違
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
》
形
で
揺
れ
、
そ
の
意
味
は

わ
か
ら
ず
、
そ
れ
が
極
ま
る
と
、
自
分
の
感
覚
自
体
へ
の
疑
念
が
生
じ
る
。
こ
の

よ
う
な
展
開
は
、
《
地
下
》
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
《
私
》
の
認

識
が
揺
ら
い
で
い
く
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
方
で
、
そ
れ
を
語

る
一
人
称
の
語
り
は
、
ま
っ
た
く
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
の
語
り
の
様
相
が
、
物
語
の
枠
組
み
を
安
定
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
安
定
は
、
小
説
に
と
っ
て
は
逆
効
果
な
の
で
は
な
い
か
。
極

言
す
れ
ば
、
安
定
し
た
語
り
は
、
世
界
の
捉
え
が
た
さ
や
不
確
か
さ
を
で
は
な
く
、

《
私
》
の
精
神
の
不
安
定
さ
や
認
識
の
不
確
か
さ
を
聴
き
取
ら
せ
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
地
下
へ
』
を
、
地
下
組
織
の
人
間
た
ち
に
翻

弄
さ
れ
、
混
乱
し
て
い
く
《
私
》
の
物
語
と
し
て
読
ま
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。 

も
し
、
『
地
下
へ
』
を
、
安
定
し
て
い
る
か
に
見
え
る
《
地
上
》
の
論
理
を
揺

る
が
す
世
界
に
接
近
し
て
い
く
人
間
を
捉
え
よ
う
と
し
た
小
説
と
見
る
な
ら
、
そ

の
語
り
に
は
、
目
論
見
か
ら
外
れ
た
、
安
定
し
た
一
人
称
の
限
界
が
現
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
ふ
り
返
っ
て
、『
広
場
』『
炎
』

を
見
る
と
き
、
物
語
と
し
て
は
成
立
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
も
危
う
い
そ

れ
ら
は
、
し
か
し
、
小
説
と
し
て
は
『
地
下
へ
』
以
上
の
魅
力
を
持
っ
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
、
捉
え
が
た
い
世
界
を
そ
の
ま
ま
に
現
出

さ
せ
よ
う
と
す
る
、
小
説
の
意
志
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。 

そ
れ
で
も
、
際
だ
っ
て
特
異
な
『
広
場
』
『
炎
』
の
語
り
は
、
日
野
啓
三
に
と

っ
て
あ
く
ま
で
〈
実
験
的
〉
と
し
か
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
充
分

な
達
成
感
を
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
日
野
が
小
説
で
目
指

し
た
こ
と
は
、
い
ま
だ
実
現
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
自
覚
が
、
『
広
場
』
『
炎
』
と
は
異
な
る
『
地
下
へ
』
を

生
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
〈
実
験
的
〉
と
呼
ぶ
し
か
な
い
よ
う
な
試
行
錯

誤
の
自
覚
が
、
次
の
小
説
へ
と
日
野
を
駆
り
立
て
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。 

  

注 （
１
）
「
文
藝
」
一
九
六
八
年
一
二
月
。
引
用
同
じ
。 

（
２
）
「
審
美
」
二
号
、
一
九
六
六
年
三
月
。 

（
３
）
「
南
北
」
一
巻
一
号
、
一
九
六
六
年
七
月
。 

（
４
）
「
三
田
文
学
」
一
九
六
六
年
一
一
月
。 

（
５
）
日
野
啓
三
「
年
譜
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
版
版
『
砂
丘
が
動
く
よ
う
に
』
一
九
九
八
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年
五
月
）
の
〈
一
九
六
六
年
〉
と
〈
一
九
六
八
年
〉
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
   

   
   

一
九
六
六
年
（
昭
和
四
一
年
）
三
七
歳 

 
   

   
   

（
略
）
初
め
て
の
短
篇
小
説
「
向
う
側
」
を
季
刊
文
芸
誌
「
審
美
」
に
発
表
。

そ
の
後
三
年
程
の
間
に
、
同
じ
よ
う
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
舞
台
と
し
な
が
ら
形

而
上
的
な
想
念
を
書
こ
う
と
し
た
虚
構
的
で
実
験
的
な
短
篇
「
広
場
」
「
デ
ル

タ
に
て
」
「
地
下
へ
」
な
ど
を
書
く
。
（
略
） 

 
   

   
   

一
九
六
八
年
（
昭
和
四
三
年
）
三
九
歳 

 
   

   
   

（
略
）
こ
の
年
の
前
後
、
新
聞
社
外
報
部
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
担
当
デ
ス
ク
と
し

て
勤
務
が
激
し
く
、
小
説
を
書
く
余
裕
が
な
か
っ
た
。
（
略
） 

 
   

 

自
筆
「
年
譜
」
で
は
、
『
炎
』
に
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
〈
三
年
程
の
間
に
〉
書

い
た
も
の
と
し
て
『
地
下
へ
』
に
言
及
し
て
い
な
が
ら
、
発
表
年
で
あ
る
一
九
六
八

年
の
項
に
は
、
〈
小
説
を
書
く
余
裕
が
な
か
っ
た
〉
と
記
し
て
い
る
。 

（
６
）
『
向
う
側
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
向
う
側
』
論
―
言
葉
の
外
部
へ
向 

 
 

か
う
試
み
―
」
（
「
近
代
文
学
試
論
」
第
三
一
号
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）
を
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 

（
７
）
『
広
場
』
『
炎
』
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
広
場
』
論
─
物

語
を
拒
む
小
説
─
」
（
「
国
語
教
育
論
叢
」
第
六
号
、
一
九
九
七
年
三
月
）
、
お
よ

び
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
炎
』
論
─
倫
理
を
問
う
小
説
─
」
（
松
江
工
業
高
等
専
門
学

校
紀
要
第
三
二
号
（
人
文
・
社
会
編
）
、
一
九
九
七
年
二
月
）
を
ご
参
照
い
た
だ
け

れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 

（
８
）
（
５
）
を
参
照
の
こ
と
。 

（
９
）
『
地
下
へ
』
は
、
日
野
啓
三
『
地
下
へ
／
サ
イ
ゴ
ン
の
老
人 

ベ
ト
ナ
ム
全
短
篇
集
』 

 
 

（
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
一
三
年
八
月
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、 

 
 

こ
の
部
分
が
《
歩
み
去
る
か
、
反
対
に
》
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

（
や
ま
ね 

し
げ
き
、
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
） 
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