
井

伏

鱒

の

位

井
伏
鱒
ニ
が
、
同
業
作
家
中
、
語
る
と
乙
ろ
の
最
も
多
い
の
は
、
牧
野
信
一
と
太
宰
治
の
二

人
で
あ
る
。

ζ

の
ζ

と
は
、
井
伏
に
と
っ
て
気
が
か
り
な
人
物
が
乙
の
二
人
で
あ
っ
た
乙
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。
「
気
が
か
り
な
」
と
は
あ
い
ま
い
な
ζ

と
ば
だ
が
、
そ
れ
は
、
か
な
ら
ず

し
も
、
乙
の
二
人
が
井
伏
と
最
も
つ
き
あ
い
の
深
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
と
く

に
牧
野
信
一
の
場
合
は
、
昭
和
四
、
五
年
か
ら
数
年
の
つ
き
あ
い
で
あ
り
、
語
ら
れ
る
乙
と
が

多
い
と
い
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
乙
と
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
井
伏
に
と

っ
て
、
牧
野
と
太
宰
は
、
一
言
っ
て
み
れ
ば
、
最
も
深
く
っ
き
さ
さ
っ
た
異
物
と
い
っ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
、
私
は
想
像
す
る
。
も
っ
と
も
、
異
物
と
い
っ
て
も
、
も
し
ま
っ
た
く

の
異
物
で
あ
れ
ば
、
多
分
っ
き
さ
さ
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
変
な
奮
い
か
た
だ
が
、
同
質
的

異
物
と
い
う
こ
と
ば
が
ゆ
る
さ
れ
れ
ば
、
そ
う
言
っ
て
み
た
い
。

牧
野
も
、
太
宰
も
、
交
際
の
は
じ
め
は
、
か
れ
ら
か
ら
近
づ
い
て
き
た
も
の
で
、
井
伏
か
ら

進
み
出
た
も
の
で
は
な
い
。
牧
野
は
、
昭
和
四
年
七
月
の
『
時
事
新
報
』
に
の
せ
た
「
ヱ
ハ
ガ

キ
の
激
賞
す
〈
」
の
な
か
で
、
は
じ
め
て
井
伏
鱒
こ
に
つ
い
て
ふ
れ
、
そ
の
作
品
「
鯉
」
を
ほ
と

ん
ど
最
大
限
に
激
賞
し
て
い
る
。
乙
の
折
の
牧
野
の
感
激
ぶ
り
は
字
野
浩
二
の
「
夢
の
通
ひ
路
」

の
な
か
に
も
え
が
か
れ
て
お
り
、
字
野
が
嘉
村
磁
多
の
「
業
苦
」
を
、
牧
野
が
「
鯉
」
を
そ
れ

ぞ
れ
ほ
め
そ
や
す
さ
ま
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
牧
野
は
、
そ
の
一

O
月
に
弁
伏
に
直
接

激
励
の
薬
害
を
送
っ
て
い
る
。
両
者
の
対
面
は
、
翌
年
四
月
の
、
小
田
原
か
ら
の
牧
野
上
京
後

の
乙
と
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
と
に
か
く
、
両
者
の
交
際
は
こ
う
し
て
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
、
す
で
に
三

O
歳
を
乙
え
て
、
な
お
尾
羽
う
ち
枯
ら
し
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
井
伏

に
と
っ
て
、
こ
れ
は
異
例
の
知
、
通
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
交
流
の
始
ま
っ
た
と

こ
ろ
で
、
両
者
の
間
柄
は
微
妙
に
な
る
。
牧
野
は
、
昭
和
六
年
一
月
の
『
新
潮
』
に
、
「
井
伏

鱒
二
(
そ
の
作
と
人
)
」
を
書
き
、
井
伏
文
学
を
絶
讃
し
つ
つ
、
妙
な
掛
神
話
を
伝
え
て
い
る
。

井
伏
は
「
小
説
よ
り
他
に
何
も
出
来
な
い
馬
鹿
か
」
と
患
っ
て
い
た
と
乙
ろ
、
あ
る
時
、
井
伏

置

磯

夫

貝

英

が
、
小
説
よ
り
絵
が
う
ま
い
と
言
い
、
帝
展
に
も
幾
度
か

J

パ
ス
し
た
が
、
そ
乙
む
き
に
書
き
さ

え
す
れ
ば
、
帝
展
な
ど
中
学
生
で
も
通
過
で
き
る
と
う
そ
ぶ
い
た
こ
と
、
そ
乙
で
、
画
家
志
望

の
弟
の
た
め
帝
展
の
要
領
を
尋
ね
た
と
ζ

ろ
、
「
口
笛
を
吹
く
見
た
い
に
無
責
任
に
」
、
あ
れ

は
嘘
だ
っ
た
と
雪
一
回
っ
た
乙
と
、
そ
乙
で
腹
を
た
て
て
、
そ
の
あ
と
カ
フ
エ
ー
で
か
れ
を
前
に

「
鱒
ニ
の
罵
倒
演
説
」
を
乙
乙
ろ
み
た
乙
と
1

1だ
い
た
い
そ
ん
な
乙
と
を
書
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
結
局
は
、
こ
ん
な
嘘
も
「
羨
望
に
堪
へ
ぬ
独
特
な
才
能
」
で
あ
り
、
井
伏
は
、
「
『
嘘

を
つ
け
ば
っ
く
ほ
ど
』
微
妙
な
敬
意
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
得
難
き
人
格
で
あ
る
」
と
、
う
ま

く
お
さ
め
て
い
る
の
だ
が
、
笑
い
話
仕
立
て
の
な
か
に
一
穫
の
針
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
た
し

か
で
あ
る
。

弁
伏
は
、
の
ち
に
、
乙
の
乙
と
に
つ
い
て
、
落
選
者
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
、
帝
展
入
選
な

ど
は
ち
ょ
っ
と
し
た
技
術
だ
け
の
も
の
だ
と
言
っ
た
こ
と
が
、
「
妥
当
を
欠
い
て
ゐ
る
と
は
思

は
な
い
o

」
(
「
牧
野
信
一
の
乙
と
」
昭
二
五
・
一
一
『
文
学
界
』
)
と
き
一
固
い
、
ま
た
、
「
酒

の
上
と
は
い
へ
、
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
ゐ
る
人
の
前
で
、
私
が
絵
を
描
け
る
と
法
螺
を
吹
い
た

の
は
落
度
で
あ
っ
た
。
」
(
「
晩
春
の
旅
」
昭
二
七
・
七
『
新
潮
』
)
と
も
昔
一
一
口
っ
て
い
る
。
か

れ
は
別
に
、
三
回
ほ
ど
牧
野
か
ら
徹
底
的
に
「
ひ
ね
ら
れ
」
、
最
後
に
は
、
「
わ
あ
わ
あ
泣
き

な
が
ら
外
に
駆
け
出
し
て
、
そ
こ
へ
通
り
か
か
っ
て
来
た
魚
河
岸
行
の
ト
ラ
ッ
ク
の
上
に
便

乗
せ
て
も
ら
っ
た
」

ζ

と
(
「
牧
野
信
一
」
昭
コ
二
・
八
『
新
潮
』
〉
、
九
州
へ
旅
行
す
る
約

束
を
し
て
、
二
人
と
も
旅
費
が
で
き
な
い
の
に
、
「
旅
費
が
出
来
ま
し
た
か
。
」
と
尋
ね
て
機

嫌
を
害
し
た
こ
と
(
「
晩
春
の
旅
」
)
な
ど
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
最
後
の
「
ひ
ね
り
」
に
つ

い
て
は
、
牧
野
の
随
筆
「
春
」
(
昭
一

0
・
四
『
モ
ダ
ン
日
本
』
)
に
も
、
そ
の
記
憶
が
う
か

び
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
乙
ん
な
に
追
ひ
つ
め
ら
れ
る
と
私
は
反
抗
す
る
。
」
(
井
伏
「
晩
春
の
旅
」
)
と
い
う
か

た
ち
で
、
一
向
者
が
離
別
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
多
分
、
昭
和
一

0
年
四
月
の
『
文
芸

放
談
』
に
の
っ
た
牧
野
の
「
喧
嘩
地
」
で
、
そ
れ
は
乙
ん
な
風
の
書
き
か
た
の
も
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
、
新
興
芸
術
派
と
い
ふ
放
が
花
々
し
く
譲
っ
て
ゐ
る
頃
で
あ
っ
た
。
或
る
暑
い
円
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に
牛
込
の

S
社
を
僕
が
大
変
寒
気
だ
っ
た
恩
ひ
で
訪
れ
、
二
階
の
階
段
の
突
き
当
り
に
ロ
ビ
ー

の
や
う
な
型
ち
を
と
っ
て
夏
、
だ
け
置
い
で
あ
っ
た
椅
子
に
ぼ
ん
や
り
腰
か
け
て
ゐ
る
と
隣
り
の

部
屋
か
ら
大
声
で
、
今
時
牧
野
な
ん
ぞ
は
古
臭
く
っ
て
l
l
t
と
か
、
あ
ん
な
ひ
と
り
好
が
り
な

ド
ア

馬
鹿
野
郎
は
ー
ー
な
ど
と
い
ふ
声
が
扉
の
隙
間
か
ら
飛
ん
で
出
て
、
よ
ろ
し
く
斯
る
古
め
か
し

い
国
会
者
の
小
説
な
ど
は
弾
劾
す
べ
き
が
順
当
な
ら
む
と
い
ふ
冷
笑
の
風
が
吹
き
ま
く
っ
て
ゐ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
合
聞
を
縫
っ
て
、
そ
れ
ら
の
言
葉
を
、
巧
み
な
滑
繕
の
調
子
で
、
ヒ
ヤ
ヒ

ヤ
と
か
然
り
然
り
と
煽
動
す
る
笛
の
や
う
な
声
が
挙
っ
た
。
彼
等
は
僕
が
階
下
に
ゐ
る
と
患
っ

て
ゐ
る
ら
し
い
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
に
扉
が
頻
っ
と
風
に
煽
ら
れ
て
開
け
放
れ
、
僕
が

横
目
で
チ
ラ
リ
と
見
る
と
怖
る
べ
き
声
の
主
は
三
郎
と
六
郎
で
あ
り
、
巧
み
な
太
鼓
の
た
た
き

手
は
井
伏
鱒
二
で
あ
っ
た
。
僕
は
彼
等
に
気
づ
か
れ
ぬ
聞
に
外
べ
逃
げ
出
し
た
。
三
郎
と
六
郎

の
と
と
は
さ
て
お
き
、
そ
の
場
の
鱒
ニ
の
姿
に
は
慨
嘆
に
堪
へ
ぬ
も
の
を
覚
え
当
せ
ら
れ

た
。
」長

々
と
引
用
し
た
の
は
、
乙
れ
が
牧
野
の
創
作
の
一
場
面
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ま
が
う
も
の
で

あ
り
、
牧
野
の
心
的
状
況
お
よ
び
創
作
の
秘
密
さ
え
う
か
が
わ
れ
る
思
い
が
す
る
か
ら
で
あ
る

が
、
と
に
か
く
、
「
井
伏
の
法
螺
鱒
」
と
い
う
と
と
ば
さ
え
あ
る
乙
の
文
章
を
き
っ
か
け
に
、

井
伏
は
牧
野
を
離
れ
た
様
子
で
あ
る
。
そ
の
後
、
牧
野
は
、
井
伏
の
「
集
金
旅
行
第
一
日
」
を

批
評
し
て
、
「
い
か
に
も
お
も
し
ろ
さ
う
な
事
柄
ゃ
、
さ
ま
ざ
ま
な
小
細
工
が
施
し
て
あ
る
に

も
拘
ら
ず
、
悉
く
が
上
滑
り
が
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
か
、
低
回
の
た
め
の
低
回
と
も
云
ふ
べ
き

悪
趣
味
に
陥
入
っ
て
、
恰
も
作
者
の
予
期
す
る
が
態
の
ど
ん
な
効
果
も
感
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
。

僕
は
、
乙
れ
を
読
み
な
が
ら
、
井
伏
流
の
模
倣
者
の
文
章
を
見
て
ゐ
る
や
う
な
恩
ひ
が
し
て
、

ζ

ん
な
と
と
を
、
ほ
ん
た
う
の
井
伏
鱒
二
が
書
い
た
ら
さ
ぞ
か
し
巧
い
だ
ら
う
が
な
ど
と
い
ふ

気
が
し
た
の
み
で
あ
っ
た
。
」
(
「
月
評
」
昭
一

0
・
四
『
読
売
新
聞
』
)
と
書
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
い
き
さ
つ
を
眺
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
い
た
両
者
の
表
現
を
見
る
と
、
両
者
の
、

い
わ
ば
質
の
ち
が
い
の
よ
う
な
も
の
が
お
の
ず
か
ら
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
井

伏
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
以
上
三
回
ほ
ど
油
を
し
ぼ
ら
れ
た
。
乙
ん
な
乙
と
は
忘
れ
た
や
う
に
し
て
害
か
な
い
方
が

人
が
ら
か
も
知
れ
な
い
。
牧
野
さ
ん
に
し
て
み
る
と
、
後
輩
に
対
す
る
そ
の
場
限
り
の
気
ま
ぐ

れ
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
し
か
し
牧
野
さ
ん
の
や
う
に
巧
妙
に
人
を
捻
る
人
は
珍
し

い
。
理
窟
を
云
ふ
の
で
は
な
く
、
濃
厚
な
雰
囲
気
の
や
う
な
も
の
を
出
し
な
が
ら
、
線
の
は
っ

き
り
し
な
い
細
い
糸
で
雁
字
が
ら
み
に
し
て
来
る
と
い
っ
た
や
う
な
按
配
で
あ
っ
た
。
晩
年
の

時駐
U
m
w品
医
b
釘
た
佐
p
a
L
V
M
挙
時
守
、
一

作
品
に
も
そ
れ
と
符
号
す
る
と
乙
ろ
の
特
色
が
あ
る
。
」
(
牧
野
信
一
」
)

書
か
れ
た
年
代
の
ち
が
い
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
さ
き
に
あ
げ
た
牧
野
の
文
章
と
乙
の
文
章

と
の
ち
が
い
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

実
際
に
お
い
て
も
、
表
現
に
お
い
て
も
、
牧
野
は
ほ
と
ん
ど
童
児
の
よ
う
な
印
象
が
す
る
。

「
喧
嘩
哨
」
な
ど
、
お
も
し
ろ
い
お
話
と
し
て
は
と
に
か
く
、
事
実
的
な
弾
劾
を
意
図
し
た
も

の
と
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
か
ん
し
ゃ
く
持
ち
の
坊
ち
ゃ
ん
の
、
文
学
化
さ
れ

た
直
情
表
現
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
対
し
、
井
伏
の
帝
展
ぱ
な
し
は
、
井
伏

流
の
創
作
的
誇
張
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
根
底
は
、
か
れ
自
身
の
言
う
と
お
り
、
な
ぐ
さ

め
の
ど
く
世
間
的
な
表
出
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
微
妙
な
実
際
上
の
問
題
を

云
々
す
る
と
と
は
不
可
能
で
も
あ
り
、
立
ち
入
る
べ
き
乙
と
で
も
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述

の
形
を
注
視
す
れ
ば
、
い
わ
ば
、
反
俗
的
流
露
の
姿
勢
と
、
良
識
的
抑
制
の
姿
勢
と
の
ち
が
い

が
か
な
り
よ
く
見
え
て
く
る
。
別
の
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
先
輩
が
子
供
っ
ぽ
く
、
後
輩
が
大

人
っ
ぽ
い
の
で
あ
る
。
牧
野
が
い
わ
ゆ
る
詩
人
風
で
あ
れ
ば
、
井
伏
は
世
間
人
風
な
の
で
あ

る。
井
伏
に
近
づ
い
た
牧
野
が
な
に
や
ら
い
ら
だ
っ
た
の
は
、
基
本
的
に
は
あ
る
い
は
乙
の
ち
が

い
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
想
像
す
る
。
井
伏
は
、
牧
野
と
坂
口
安
吾
と
の
場
合
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
ず
っ
と
年
下
だ
が
、
牧
野
さ
ん
は
坂
口
君
に
は
何
と
な
く
遠

慮
な
や
う
な
態
度
を
見
せ
て
ゐ
た
。
:
:
:
牧
野
さ
ん
の
や
う
な
一
種
の
開
拓
者
は
つ
ら
い
。
自

分
が
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
見
つ
け
よ
う
と
す
る
新
境
地
を
、
後
か
ら
生
れ
て
来
た
人
聞
は
平
気
で

身
に
つ
け
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
境
地
に
於
て
作
品
も
人
間
も
一
如
の
観
が
あ
る
。
開
拓
者
の
や

う
に
万
障
く
り
あ
は
せ
る
煩
は
し
さ
に
悩
む
必
要
が
な
い
。
坂
口
君
に
一
も
く
置
い
た
牧
野
さ

ん
の
心
情
が
わ
か
る
と
恩
ふ
。
」
(
「
牧
野
信
一
の
乙
と
」
)

乙
の
ち
が
い
の
根
底
に
は
、
異
質
の
者
と
、
ほ
ぼ
間
質
の
者
と
の
差
が
あ
る
だ
ろ
う
。
井
伏

は
、
牧
野
に
対
し
て
自
分
を
「
負
け
ツ
烏
」
だ
と
も
言
っ
て
い
る
が
、
牧
野
の
井
伏
九
の

当
た
り
の
反
面
に
は
、
良
識
人
に
対
す
る
安
心
と
あ
ま
え
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像

さ
れ
る
。
同
質
の
坂
口
相
手
に
は
、
お
そ
ら
く
と
う
は
ゆ
く
ま
い
。
鋭
敏
で
、
し
か
し
気
の
弱

い
浪
漫
家
で
あ
る
牧
野
に
と
っ
て
、
乙
れ
は
、
無
意
識
裡
の
お
の
ず
か
ら
の
選
択
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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の
で
は
な
い
ヲ
ζ

れ
は
沼
雨
時j
に
文
学
の
問
題
判
明

あ
る
。
J
M

牧
野
は
、
井
伏
の
「
鰹
」
と
と
も
に
イ
ナ
ガ
キ
・
タ
ル
ホ
の
「
千
.

一
夜
物
語
」
を
賞
め
(
ト
「
ヱ
ハ
ガ
キ
の
激
賞
文
」
〉
、
ま
た
、
坂
口
安
否
の
「
風
博
士
」
「
黒

谷
村
」
等
を
賞
め
〈
「
『
学
生
響
鐙
』
と
風
」
昭
八
・
七
、
ほ
か
)
、
石
川
淳
の
「
佳
人
」
を

賞
め
て
い
る
(
「
月
評
」
昭
一

0
・
四
)
。

ζ

れ
ら
を
つ
な
ぐ
と
、
昭
和
文
学
の
一
一
糸
流
が
あ

ざ
や
か
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
と
れ
ら
の
い
わ
ば
反
俗
の
流
れ
の
上
に
井
伏

を
位
置
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
ど
ζ

か
に
異
和
の
感
じ
が
起
乙
っ
て
く
る
。

牧
野
が
井
伏
を
熱
烈
に
歓
迎
し
た
の
は
、
む
ろ
ん
、
か
れ
の
作
品
に
、
自
分
の
ね
ら
い
と
お

な
じ
も
の
の
実
現
を
見
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
戯
画
を
軸
と
す
る
方
法
意
識
に
お
い
て
、
牧

野
と
井
伏
の
文
学
は
一
致
す
る
。
当
時
、
牧
野
は
、
基
本
的
に
私
小
説
的
伝
統
の
上
に
立
ち
つ

つ
、
そ
と
か
ら
方
法
的
に
一
歩
抜
け
出
る
乙
と
に
刻
苦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
か
れ

の
眼
前
に
、
ほ
ぼ
お
な
じ
方
向
で
、
ぁ
.
ぎ
や
か
な
芸
を
見
せ
て
井
伏
が
登
場
し
た
の
だ
か
ら
、

牧
野
の
よ
ろ
こ
び
も
お
お
よ
そ
の
推
察
が
つ
く
わ
け
で
あ
る
。
牧
野
に
と
っ
て
、
新
感
覚
派
や

そ
の
延
長
線
と
し
て
の
新
興
芸
術
派
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
基

本
的
に
、
私
小
説
的
、
詩
的
心
魂
の
所
有
者
で
あ
る
牧
野
に
と
っ
て
は
、
そ
う
い
う
核
を
持
た

な
い
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
、
一
一
顧
に
も
価
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
れ
が
浅
原
六
郎
や
岡
田
三

郎
ら
の
新
興
芸
術
派
と
は
げ
し
く
対
立
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
乙
に
理
由
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
井
伏
は
か
れ
ら
と
は
ち
が
っ
て
い
た
。
当
時
、
新
興
芸
術
派
の
一
員
と
し
て
、

中
村
正
常
ら
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
と
一
括
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
井
伏
を
特
立
さ
せ
て
、
真
先

に
認
め
た
牧
野
の
勘
は
、
や
は
り
さ
す
が
で
あ
る
。
井
伏
文
学
は
、
そ
の
世
界
が
完
全
に
作
者

の
感
受
性
に
従
属
し
て
お
り
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
ど
ん
な
現
実
も
、
人
物
も
、
す
ぺ
て
井
伏
化

し
で
あ
ら
わ
れ
る
と
い
っ
た
点
で
、
基
本
的
に
、
私
小
説
的
、
詩
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
点
は
牧
野
と
も
ま
っ
た
く
共
通
す
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
文
学
が
、
不
特
定
多
数
の
読
者

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
少
数
の
熱
烈
な
愛
好
者
に
図
ま
れ
て
生
き
る
の
は
、
そ
の
結
果
の
ζ
と

で
あ
る
。
ど
ん
な
新
技
巧
を
駆
使
し
よ
う
と
も
、
か
れ
が
自
己
を
遊
離
す
る
ζ

と
は
ま
っ
た
く

な
い
の
で
、
そ
の
点
が
根
無
草
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
ち
が
う
の
で
あ
る
。
牧
野
は
、
鋭
敏
に
そ
の

こ
と
を
か
ぎ
分
け
た
上
で
井
伏
に
近
づ
い
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
近
づ
い
て
み
る
と
、

井
伏
は
自
分
と
は
ど
乙
か
ち
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
事
理
不
明
の
ま
ま
、
ほ
と
ん
ど
無
茶
な

か
た
ち
で
牧
野
の
カ
ン
シ
ャ
ク
が
破
裂
す
る
と
い
う
順
序
(
推
定
〉
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ろ
:
弘
、
，

て
お
合
花
ぃ
。

J

C

い
に
旬
、
ド
戸
、
仁
ド
h
v

井
伏
の
「
牧
野
信
一
の
ζ

と
」
の
な
か
に
、
次
の
よ
う
な
稀
話
が
加
え
て
あ
る
ιえ
あ
る
R

池
谷
信
三
郎
が
、
井
伏
の
レ
イ
ン
ボ
ー
グ
リ
ル
で
、
大
勢
の
人
の
前
で
羽
風
小
説
、
の
原
稿
伝
書

い
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
様
に
い
る
井
伏
の
前
へ
牧
野
が
や
っ
て
き
て
、
「
お
い
、
わ
れ
わ
れ

の
書
く
原
稿
は
あ
ん
な
原
稿
と
は
ち
が
ふ
の
だ
か
ら
ね
。
お
い
あ
ん
な
真
似
を
し
て
は
い
け
な

い
よ
。
」
と
聞
こ
え
よ
が
し
に
言
い
出
し
、
井
伏
は
気
を
も
ん
で
、
つ
い
に
席
を
立
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
と
ζ

ろ
で
井
伏
は
、
牧
野
さ
ん
に
嫌
が
ら
せ
を
一
言
わ
れ
で
も

顔
色
一
つ
変
え
ず
に
原
稿
を
警
い
て
い
る
池
谷
を
、
「
む
し
ろ
見
事
な
も
の
だ
と
私
は
感
心
し

た
。
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
井
伏
と
て
文
学
上
は
牧
野
と
同
感
で
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る

が、

ζ

の
感
心
の
し
か
た
が
牧
野
と
ま
っ
た
く
ち
が
う
の
で
あ
る
。
人
に
気
づ
か
い
を
し
な
い

議
術
家
の
自
尊
心
よ
り
、
耐
え
る
乙
と
を
知
っ
て
い
る
世
間
的
な
抑
制
の
方
を
買
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
乙
の
感
覚
は
、
作
品
の
上
に
も
そ
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
「
山
根
無
」
の
主
人
公
は
、
岩
屋
の
外
を
泳
ぐ
目
高
た
ち
の
、
一
匹
が
あ
や
ま

っ
て
右
九
よ
ろ
め
く
と
乙
と
ご
と
く
が
乙
乙
を
先
途
と
右
へ
よ
ろ
め
く
あ
り
さ
ま
を
見
て
、

「
な
ん
と
い
ふ
不
自
由
千
寓
な
奴
等
で
あ
ら
う
1
」
と
噺
笑
す
る
の
だ
が
、
そ
う
い
う
彼
自

身
、
「
自
室
を
開
い
た
り
問
ぢ
た
り
す
る
自
由
と
、
そ
の
可
能
と
が
与
~
ら
れ
て
ゐ
」
る
だ
け

な
の
で
あ
る
。
乙
の
辺
の
構
図
は
た
い
九
ん
象
徴
的
で
、
山
根
焦
は
決
し
て
凡
俗
を
超
出
し
て

い
な
い
。
結
局
お
な
じ
で
は
な
い
か
と
作
者
は
つ
ぶ
や
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
目
高
を
笑
う

山
楓
無
を
か
り
に
牧
野
と
す
れ
ば
、

ζ

れ
は
ま
こ
と
に
痛
烈
な
戯
画
に
な
る
。
あ
る
人
が
推
理

し
た
よ
う
に
、
目
高
た
ち
を
左
翼
九
走
っ
た
多
勢
と
す
れ
ば
、

ζ

れ
も
、
か
れ
ら
お
よ
び
自
己

に
対
す
る
、
ま
こ
と
に
壮
絶
で
、
し
か
も
的
確
な
刺
笑
に
な
る
。

ζ

ん
な
認
識
を
持
っ
た
井
伏

が
反
俗
で
あ
り
う
る
わ
け
が
な
い
。
反
俗
の
土
台
と
し
て
の
自
己
陶
酔
が
ま
っ
た
く
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
後
の
井
伏
の
全
作
を
通
じ
て
、
そ
の
主
人
公
は
、
乙
の
山
槻
無
以
上
に
も
な
ら
な

け
れ
ば
、
以
下
に
も
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
そ
れ
に
関
連
し
て
、
か
れ
ほ
ど
作
品
の
な
か
で
自
己
を
語
る
乙
と
の
少
な
い
人
も

ま
れ
で
あ
る
乙
と
が
注
目
さ
れ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
ど
の
作
品
も
か
れ
自
身
を
語
ら

ぬ
も
の
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
、
ど
の
作
品
に
も
か
れ
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
い
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わ
ば
、
作
品
全
体
が
か
れ
自
身
で
あ
っ
て
、
か
れ
そ
の
も
の
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
ひ
も
ち

ろ
ん
、
作
者
の
「
私
」
の
出
て
く
る
小
説
は
た
い
九
ん
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
私
」
は
つ
ね

に
語
り
手
で
あ
っ
て
、
ド
ラ
7

の
主
役
に
な
る
乙
と
は
絶
対
に
な
い
。
私
小
説
家
で
あ
る
と
な

い
と
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
、
日
本
の
小
説
家
で
、
か
れ
ほ
ど
自
己
の
生
活
を
組
上
に
の
ぼ
せ
ぬ

作
家
は
稀
有
で
あ
る
。
自
然
主
義
以
来
戦
前
ま
で
に
、
そ
の
点
で
か
れ
と
肩
を
な
ら
?
っ
る
の

は
、
多
分
石
川
淳
く
ら
い
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
い
て
い
の
日
本
の
作
家
は
、
そ
の
作
品
を
た
ど
っ
て
、
そ
の
文
学
活
動
の
根
底
に
あ
る
原

体
験
に
ゆ
き
つ
く
乙
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
井
伏
文
学
を
た
ど
っ
て
そ
れ
を
見
出
す
乙
と
は

む
ず
か
し
い
。
か
れ
は
、
自
分
の
ド
ラ
プ
ケ
}
決
じ
て
手
が
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
れ
に
そ
れ

が
な
い
わ
け
は
な
い
。
処
女
出
版
『
夜
更
け
と
梅
の
ー
花
』
を
読
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の

と
ぼ
け
の
背
後
の
暗
い
心
象
状
況
に
暗
然
と
し
て
、
そ
乙
に
あ
っ
た
は
ず
の
精
神
の
ド
ラ
マ
に

思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
が
、
つ
い
に
そ
れ
は
直
叙
さ
れ
な
い
。
か
れ
は
、
自
分
を
ヒ
ー
ロ

ー
に
仕
立
て
た
小
説
を
一
度
も
書
い
て
い
な
い
し
、
今
後
も
書
く
乙
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
を

書
か
な
い
私
小
説
家
と
い
う
、
奇
妙
な
バ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
乙
乙
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
点
で
、
「
父
を
売
る
予
」
か
ら
出
発
し
て
母
も
の
で
終
わ
る
ま
で
、
多
く
の
変
形
は
加
え

つ
つ
も
、
多
く
己
れ
自
身
を
語
っ
て
き
た
牧
野
と
、
は
っ
き
り
ち
が
う
の
で
あ
る
。
そ
し
だ
、

乙
れ
は
や
は
り
、
自
分
を
ド
ラ
7

の
主
人
公
に
仕
立
て
う
る
、
そ
う
い
う
自
己
陶
酔
を
持
た
な

い
、
醒
め
た
心
の
必
然
の
結
果
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
そ
の
こ
と
の
系
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
ぶ
か
い
文
学
特
色
が
あ
ら

わ
れ
て
く
る
。
か
れ
の
作
品
に
は
、
環
境
を
乙
え
て
自
己
を
貫
い
て
ゆ
く
、
あ
ざ
や
か
な
個
性

と
い
っ
た
存
在
は
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
。
す
べ
て
は
平
凡
な
普
通
人
で
、
む
し
ろ
主
人
公
は

環
境
そ
れ
自
体
だ
と
い
っ
た
設
定
が
多
い
。
山
右
展
の
な
か
に
と
じ
乙
め
ら
れ
た
「
山
淑
告
に
の

主
人
公
は
、
悪
党
に
な
っ
て
、
蛙
を
お
な
じ
岩
屋
に
閉
じ
と
め
る
が
、
そ
の
変
化
を
作
者
は
次

の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
悲
教
に
く
れ
て
ゐ
る
も
の
を
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
状
態
に
置
い
と
く

の
は
、
よ
し
わ
る
し
で
あ
る
。
山
楓
魚
は
よ
く
な
い
性
質
を
帯
び
て
来
た
ら
し
か
っ
た
。
」

悪
い
の
は
、
山
根
魚
で
は
な
く
、
か
れ
を
閉
じ
こ
め
た
環
境
で
あ
る
。
山
槻
倉
山
は
ま
っ
た
く
わ

常
の
ひ
と
で
あ
り
、
か
れ
を
変
え
る
の
は
環
境
で
あ
る
。
「
シ
グ
レ
島
叙
景
」
で
も
、
「
遥
拝

隊
長
」
で
も
、
そ
う
で
あ
る
。

入
閣
を
支
配
す
る
環
境
そ
れ
自
体
を
は
っ
き
り
主
人
公
に
し
た
名
作
は
「
川
」
で
あ
り
、
ま

た
、
激
動
す
る
環
境
の
な
か
を
、
英
雄
的
、
個
性
的
に
で
は
な
く
、
普
通
の
人
間
が
、
す
な
お

に
、
柔
軟
に
、
適
応
し
て
生
き
て
ゆ
く
姿
を
描
い
て
い
る
の
は
、

り
、
漂
流
記
も
の
で
あ
る
。
か
れ
の
作
品
に
は
、
ど
ん
な
悲
痛
h

感
傷
的
に
、
悲
壮
ぶ
っ
て
生
き
る
人
間
は
一
人
も
出
て
乙
な
い
。

は
あ
る
い
は
そ
う
い
う
人
で
も
あ
る
、
だ
ろ
う
が
、
か
れ
は
狂
人
で
あ
る
。

置
の
な
か
で
も
、
日
常
的
、
常
識
的
な
限
が
完
全
に
作
品
を
支
配
し
て
い
る

も
、
や
は
り
文
学
史
的
な
特
筆
事
項
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
牧
野
、
井
伏
に
共
通
す
る
戯
画
手
法
の
問
題
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
牧
野
の
戯
画
に
つ
い
て
は
私
は
す
で
に
重
ね
て
考
察
し
た
乙
と
が
あ
る
が
、

T
V

そ
れ
は
、
気
弱
で
は
に
か
み
ゃ
で
あ
る
か
れ
に
と
っ
て
、
自
己
を
開
放
す
る
た
め
に
必
要
な
一
装

置
で
あ
っ
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
戯
画
を
手
に
入
れ
て
か
ら
、
か
れ
は
、
実
に
の
び
の
び
と
お

の
れ
の
ゆ
め
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
の
師
葛
西
善
蔵
は
、
お
の
れ
の
心
情
を
直
叙
し

て
、
他
に
は
は
ば
か
る
と
乙
ろ
が
い
っ
さ
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
牧
野
は
、
戯
画
の
防
壁
の

な
か
で
よ
う
や
く
自
己
を
露
出
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
乙
に
い
や
お
う
な
く
時
の
流

れ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
う
し
た
装
置
の
な
か
で
の
牧
野
は
ま
さ

し
く
葛
西
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
実
に
お
い
て
、
酒
の
中
の
牧
野
が
さ
な
が
ら
葛
西
で
あ
っ

た
乙
と
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
。

し
よ
う

乙
れ
に
対
し
、
井
伏
の
戯
画
は
、
お
な
じ
よ
う
な
照
れ
性
を
母
胎
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
進
ん

で
、
自
他
の
観
念
性
・
感
傷
性
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
の
あ
と
に
出
て
く

る
の
は
、
ひ
と
つ
の
客
観
物
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
そ
う
あ
ら
し
め
る
世
間
適
用
の
常

識
で
あ
る
。
か
れ
の
戯
画
に
、
全
集
刊
行
時
に
切
り
落
さ
れ
た
よ
う
な
一
種
の
遊
び
が
な
か
っ

た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
が
、
そ
の
根
本
の
構
造
は
こ
う
い
う
風
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

葛
西
か
ら
井
伏
に
い
た
る
乙
の
経
過
を
自
我
意
識
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
己
信
頼

の
喪
失
の
過
程
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
乙
の
事
態
は
、
実
は
、
広
く
、
乙
の
時
代
全

体
の
趨
勢
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
牧
野
、
井
伏
と
も
に
、
典
型
的
に
時
代
の

子
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
私
は
、
乙
の
動
き
を
、
喪
失
と
い
っ
た

引
き
算
だ
け
で
論
じ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

と
く
に
井
伏
の
場
合
、
文
学
青
年
特
有
の
陶
酔
的
自
我
に
か
わ
っ
て
、
す
で
に
度
b

伎
っ
た

「
常
識
」
と
い
う
名
の
、
い
わ
ば
一
種
の
集
合
的
自
我
が
登
場
す
る
乙
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
日
本
の
文
学
者
の
意
識
の
な
か
で
、
常
識
は
長
く
俗
悪
の
代
名
詞
と
し
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と
め
井
一
伏
に
お
い
い

v

て
、
川
ひ
ふ
」
お
つ
の
逆
転
が
起
ζ

っ
て
い
る
一
の

た
牧
野
が
、
ぶ
つ
か
っ
て
い
ら
だ
っ
た
の
は
多
分
乙
れ
な
の
だ
。
常

た
し
か
に
、
一
一
闘
は
世
俗
的
な
妥
協
の
産
物
で
ち
ろ
う
。
し
か
し
、
他
面
は
、
長
い
生

活
の
伝
統
の
な
か
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
。
井
伏
に
お
け
る
常
識
は
、
わ

が
国
に
お
け
る
恥
一
上
砂
骨
骨
骨
が
伝
統
的
に
保
持
し
て
き
た
感
覚
と
知
恵
の
所
産
で
あ
る
と

畳
一
一
一
回
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
私
は
す
で
に
述
べ
た
乙
と
も
あ
る
の
で
、
接
説
し
な
い
が
、
す
v

封
建

的
と
言
お
う
が
何
と
言
お
う
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
最
も
上
質
な
生
活
的
感
覚
と
知
恵
は
、
こ

れ
ら
の
層
に
よ
っ
て
保
守
さ
れ
て
き
た
と
号
一
一
口
っ
て
よ
く
、
井
伏
文
学
を
つ
ら
ぬ
く
、
律
気
・
謙

譲
・
抑
制
・
寛
容
等
の
感
覚
は
、
そ
れ
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
井
伏
文
学

に
は
、
何
の
言
挙
げ
も
せ
ず
に
、
み
じ
ん
も
ゆ
る
が
ぬ
な
に
か
が
あ
る
ζ

と
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
と
う
い
う
集
会
的
自
我
の
た
し
か
さ
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

井
伏

κ近
づ
い
た
太
宰
治
が
、
そ
の
後
の
生
涯
に
お
い
て
見
せ
た
、
あ
ま
え
と
反
発
の
微
妙

な
交
錯
も
、
お
そ
ら
く
乙
れ
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
井
伏
は
、
基
本
的
に
、
太
宰
が
そ
む
き
出

た
か
れ
の
父

l
l長
兄
が
わ
の
人
で
あ
る
。
太
宰
が
井
伏
に
す
が
っ
た
の
は
そ
の
ゆ
え
だ
と
も

言
え
る
わ
け
で
、
太
宰
は
、
い
わ
ば
、
乙
の
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
父
に
あ
ま
え
た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
同
時
に
、
そ
の
う
ら
と
し
て
、
井
伏
の
常
識
世
界
の
た
し
か
さ
に
反
発
す

る
。
例
の
バ
ビ
ナ
l
ル
中
毒
に
よ
る
入
院
事
件
か
ら
遺
書
に
い
た
る
ま
で
、
そ
う
い
う
か
た
ち

で
、
乙
の
、
制
相
反
す
る
こ
霊
の
感
覚
が
共
存
し
て
い
た
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
牧
野
を
い

ら
だ
た
せ
た
も
の
は
、
ま
た
、
太
宰
を
も
、
一
一
回
で
反
発
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

ζ

れ
は
、
牧
野

と
太
宰
が
ほ
ぼ
同
質
の
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
、
最
も
伝
統
的
な

文
士
で
あ
る
牧
野
と
太
宰
が
牽
引
と
反
発
と
を
同
時
に
持
っ
た
と
ζ

ろ
に
、
井
伏
鱒
二
の
特
異

な
文
学
史
的
位
置
は
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

私
は
、
井
伏
の
こ
の
特
色
を
重
視
し
た
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
井
伏
的
常
識
、
集
会
的
自

我
が
外
部
世
界
と
の
緊
張
関
係
を
失
う
と
、
平
俗
な
風
俗
小
説
が
生
ま
れ
や
す
い
と
い
う
陥
弁

は
あ
る
。
さ
き
に
示
し
た
牧
野
の
「
集
金
旅
行
第
一
日
」
批
判
は
、
か
な
り
的
確
だ
と
私
は
思

う
。
ど
う
か
す
る
と
、
あ
あ
い
う
と
ζ

ろ
に
お
ち
こ
み
や
す
い
危
険
を
井
伏
文
学
は
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
実
際
、
か
れ
の
作
品
の
す
ぐ
れ
た
も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
思
想
と
の
緊
張

感
を
強
く
保
持
し
て
い
た
初
期
と
、
戦
時
風
潮
と
の
緊
張
感
の
強
い
戦
後
期
に
、
多
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
時
に
歯
の
浮
く
よ
う
な

ヌ
常
博
目
舟
築
港
悦
ふ
も
切
れ
な
い
日
本
の
文
学
状
況
の
総
体
と
の
対
応
に
お
い
て
、
私
ほ

h

醇
化

し
如
何
憶
議
町
、
拠
点
の
ど
に
立
っ
て
決
し
て
ゆ
る
が
な
い
井
伏
文
学
の
存
在
を
重
視
す
る
の
で
あ

る
。
か
れ
の
限
界
を
指
摘
す
る
乙
と
は
容
易
だ
が
、
乙
の
特
色
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
と

言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
か
れ
の
努
力
が
文
体
一
途
に
か
け
ら
れ
、
物
自
体
の
章
一
み

が
そ
の
ま
ま
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
戦
後
の
状
況
を
見
る
K
つ
け
て
も
、
そ
の
患
い
が
い
ま

い
よ
深
い
の
で
あ
る
。
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