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乙
の
小
説
の
冒
頭
は
、
「
乙
う
ち
が
、
め
げ
る
」
と
い
う
広
島
弁
の
言
い
ま
わ
し
に
対
す
る

解
釈
か
ら
始
ま
る
。
他
愛
も
な
い
土
地
乙
と
ば
を
正
面
に
す
え
て
乙
れ
に
ま
と
も
な
解
析
を
加

え
て
い
く
と
こ
ろ
に
弁
伏
文
学
特
有
の
起
点
と
笑
い
と
が
早
く
も
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
乙
乙
で
は
そ
の
こ
と
よ
り
む
し
ろ
、
「
平
穏
無
事
な
日
常
に
破
綻
を
来
た
す
」
と
い

う
、
解
釈
さ
れ
た
内
容
自
体
に
注
目
し
た
い
。
こ
乙
に
は
九
あ
く
ま
で
そ
の
名
も
「
大
字
笹

山
」
と
い
う
片
岡
舎
の
「
平
穏
無
事
な
日
常
」
を
対
象
と
し
‘
乙
乙
に
視
座
を
す
え
な
が
ら
、
し

か
し
そ
の
「
破
綻
」
す
な
わ
ち
気
違
い
の
元
軍
人
間
崎
悠
一
の
も
た
ら
す
「
異
状
」
を
追
求
し

て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。
日
常
性
と
そ
れ
を
乙
え
る
非
日
常
と
の
交
錯
を
問
題
に
し
よ

う
と
す
る
企
図
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
作
者
は
、
非
日
常
の
問
題
を
気
負
い
を
持
っ
て
観
念
的
に
と
り
あ
げ
る
と
い

う
、
よ
く
あ
る
型
に
陥
っ
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け
前
半
は
、
作
品
世
界
を
平
穏
な
村
の
日
常

性
の
中
に
浸
し
切
っ
て
い
て
、
村
人
た
ち
と
「
い
ま
尚
ほ
戦
争
が
続
い
て
ゐ
る
と
錯
覚
し
」
て

い
る
悠
一
と
の
落
差
が
生
む
笑
い
が
の
び
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
悠
一
の
病
気
の
原
因
に
つ

い
て
の
村
人
た
ち
の
推
測
に
し
て
も
、
南
方
の
戦
地
で
の
悪
疾
感
染
や
親
ゆ
ず
り
の
悪
疾
あ
る

い
は
同
輩
と
の
喧
嘩
の
結
果
、
だ
と
い
う
よ
う
な
、
ど
乙
ま
で
も
村
の
日
常
を
出
な
い
臆
説
が
繰

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
作
も
半
ば
に
な
る
と
、
村
人
た
ち
の
ど
ん
な
予
測
を
も
裏
切
っ
て
、
戦
争
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
き
わ
め
て
異
常
な
出
来
事
が
真
の
原
因
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
ゆ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
乙
乙
で
も
作
者
は
努
め
て
戦
地
の
日
常
性
の
中
で
把
握
し
て
い
乙
う
と

す
る
姿
勢
を
持
続
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
背
景
と
し
て
の
自
然
の

日
常
が
強
調
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
戦
争
す
る
人
間
の
異
常
さ
が
照
ら
し
出
さ
れ
て
く
る
と
い

う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
そ
こ
に
は
、
村
の
日
常
性
の
中
で
の
「
異
状
」
を
は
る
か
に
越

え
た
戦
争
の
「
異
常
」
性
が
如
実
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

作
品
は
さ
ら
に
、
乙
れ
を
も
う
一
度
村
の
日
常
の
中
に
定
着
さ
せ
て
結
末
を
つ
け
る
と
い
う

階
の
い
格
成
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
構
成
を
と
り
外
し
て
、
主
人
公
悠

位

置

相

原

ヂB

手口

一
の
姿
を
時
間
の
中
で
と
ら
え
直
す
形
で
作
品
分
析
を
試
み
、
そ
の
後
に
日
常
と
非
日
常
と
を

か
ら
み
あ
わ
せ
た
構
成
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に
為
敢
え
て
反
映
論
風
な
観
点
か
ら
乙
の
作
品
を
追
っ
て
み
る
と
、
悠
一
は
小
学
校

に
あ
が
っ
た
年
に
、
「
過
労
と
貧
困
に
よ
る
栄
養
不
足
」
が
も
と
で
父
を
亡
く
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
部
落
の
中
で
も
最
下
層
の
出
だ
と
さ
れ
て
い
る
事
実
に
目
が
止
ま
る
。

女
中
奉
行
に
出
た
悠
一
の
「
お
袋
」
は
、
が
ん
ば
り
屋
で
、
家
を
改
造
し
、
入
口
に
「
コ
ン

ク
リ
ー
ト
造
り
の
彪
大
な
門
柱
」
を
た
て
る
ま
で
に
乙
ぎ
つ
け
る
。
そ
の
門
柱
を
誉
め
称
え
た

直
後
に
、
村
長
は
小
学
校
長
と
共
に
悠
一
の
う
ち
を
訪
ね
、
幼
年
学
校
入
学
応
募
生
と
し
て
悠

一
を
推
薦
す
石
旨
を
告
げ
、
理
由
と
し
て
「
悠
一
が
学
童
と
し
て
優
秀
で
あ
り
、
悠
一
の
お
袋

が
人
格
者
で
あ
り
、
模
範
的
な
一
家
で
あ
る
」
と
い
う
戦
中
の
常
套
文
句
が
添
え
ら
れ
る
。
引

き
続
く
叙
述
の
中
で
作
者
は
、
大
陸
戦
争
の
拡
大
に
よ
っ
て
箪
関
係
の
学
校
が
「
躍
起
と
な
っ

て
生
徒
の
大
量
獲
得
を
急
い
で
」
お
り
、
村
長
は
い
わ
ば
そ
の
出
先
機
関
で
あ
っ
た
事
実
を
明

確
に
記
し
て
い
る
。
き
わ
め
て
精
神
主
義
的
な
徳
目
を
並
ぺ
た
賞
讃
の
裏
に
あ
っ
た
実
態
は
、

貧
窮
者
の
子
弟
を
戦
場
で
消
耗
す
る
物
量
と
見
な
し
て
狩
り
集
め
る
戦
争
の
原
理
に
ほ
か
な
ら

ず
、
門
柱
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
意
地
と
見
栄
と
に
示
さ
れ
て
い
る
、
悠
一
の
お
袋
の
よ
う
な

康
民
の
が
ん
ば
り
の
志
向
が
き
わ
め
て
容
易
に
国
家
と
戦
争
の
中
九
吸
い
上
げ
ら
れ
て
い
く
過

程
が
さ
り
げ
な
く
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
砂
う
か
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
幼
年
学
校
さ
ら
に
士
宮
学
校
を
卒
業
し
た

悠
一
は
、
マ
レ

i
に
派
遣
さ
れ
た
後
中
尉
と
な
っ
て
小
隊
の
指
揮
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の

戦
線
の
背
景
の
中
で
、
爆
弾
の
落
ち
た
穴
に
濁
り
水
が
た
ま
っ
て
池
が
出
来
て
い
る
事
実
を
叙

し
た
後
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
光
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

八
そ
の
濁
り
池
の
一
つ
に
、
水
牛
が
二
ひ
き
仲
よ
く
浸
か
っ
て
首
だ
け
現
は
し
て
ゐ
た
。

そ
の
片
方
の
水
牛
の
角
に
、
白
鷺
が
一
羽
と
ま
っ
て
ゐ
る
の
が
見
え
た
。
水
牛
も
白
鷺
も
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爆
弾

E

で
出
来
た
池
に
水
牛
が
い
て
、
そ
の
水
牛
の
角
に
白
鷺
ま
で
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
叙

景
は
、
い
さ
さ
か
念
が
入
り
過
ぎ
て
、
こ
さ
え
も
の
め
い
た
お
か
し
さ
が
感
じ
ら
れ
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
『
青
ケ
島
大
概
記
』
に
も
天
変
地
異
の
さ
中
に
悠
然
と
し
た
姿
を
現
わ
す
牛
の

描
写
が
あ
っ
て
、
乙
乙
は
井
伏
得
意
の
く
だ
り
で
あ
る
ら
し
い
だ
け
に
、
一
層
虚
構
感
が
つ
の

る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
越
え
て
乙
こ
に
は
、
人
間
の
争
い
に
全
く
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ぬ
平
和
を
悠

然
と
味
わ
っ
て
い
る
動
物
た
ち
の
睦
ま
じ
さ
を
描
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
者
の
無
言
の
批
判

が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
受
け
取
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
鳥
獣
が
、
ヱ
兵
部
隊
の
架
橋
工

事
を
「
う
っ
と
り
と
し
て
眺
め
て
ゐ
る
」
と
い
う
給
び
に
は
、
ユ
ー
モ
ア
に
形
を
借
り
た
皮
肉

さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

対
比
さ
れ
る
の
は
動
物
ば
か
り
で
は
な
い
。
少
し
後
に
は
「
あ
れ
を
見
い
。
マ
レ

i
人
が
、

わ
し
ゃ
羨
や
ま
し
い
。
国
家
が
な
い
ば
っ
か
り
に
、
戦
争
な
ん
か
他
所
ど
と
ぢ
ゃ
。
の
う
の
う

と
し
て
、
ム
ク
ゲ
の
木
を
刈
っ
と
る
」
と
い
う
一
兵
卒
の
言
葉
が
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

敵
味
方
に
分
か
れ
て
抗
争
し
、
グ
自
然
d

に
爆
弾
の
穴
を
あ
け
る
民
族
の
愚
か
し
さ
が
、
「
医

家
」
と
結
び
つ
け
て
は
っ
き
り
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

悠
久
の
自
然
と
一
体
化
し
た
こ
の
よ
う
な
動
物
や
マ
レ

l
人
の
描
写
が
あ
る
だ
け
に
、
乙
の

二
つ
の
場
面
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
日
本
人
同
士
、
そ
れ
も
部
隊
内
の
争
い
の
媛
少
さ
と
悲
惨

さ
と
が
自
に
立
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
爆
弾
池
の
数
多
さ
を
見
て
「
質
調
停
な
も
の
ぢ
や
の

う
、
戦
争
ち
ふ
も
の
は
」
と
思
わ
ず
洩
ら
し
た
友
村
上
等
兵
の
失
言
に
端
を
発
し
、
岡
村
悠
一

川
、
小
隊
長
が
彼
を
平
手
打
ち
し
て
い
る
最
中
に
ト
ラ
ッ
ク
が
動
い
た
は
ず
み
で
二
人
が
川
へ
転

J

V

J

落
、
い
い
友
村
上
等
兵
は
行
方
不
明
、
悠
一
は
重
傷
を
負
う
と
い
う
異
常
事
態
が
た
ち
ま
ち
の
う
ち

小
仁
三
る
。
戦
争
は
敵
を
殺
し
自
然
を
破
壊
す
る
だ
け
で
な
く
、
味
方
の
中
に
敵
を
つ
く

と
で
日
本
人
同
士
が
傷
つ
け
合
う
と
い
う
戦
争
の
内
在
化
が
こ
と
に
と
ら
え
ら

"
司
ノ
。

、
主
人
公
で
小
隊
長
の
悠
一
よ
り
も
、
の
ろ
ま
の
友
村
上
等
兵
の
方
に
先

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
事
実
に
も
注
目
し
た
い
。

云
っ
た
ば
っ
か
り
に
、
死
ぬ
直
前
に
平
手
打
ち
を
喰
ら
は
さ
れ
て
、

る
巻
き
添
へ
ま
で
喰
ら
っ
た
。
お
ま
け
に
、
頭
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に

濁
り
川
に
沈
め
ら
れ
、
散
々
な
仕
打
ち
を
受
け
て
ゐ
る
。

戦
争
は
賛
簿
一
ど
乙
ろ
の
騒
ぎ
で
な
い
J
v円

V
V

「
運
命
」
は
、
『
山
淑
魚
』
以
来
一
貫
し
て
変
ら
ぬ
井
伏
文
学
の
主
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

乙
乙
に
は
乙
れ
ま
で
の
傾
向
と
違
っ
て
、
そ
の
「
運
命
」
を
甘
受
し
て
お
れ
ぬ
と
い
う
苛
立
ち

が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
「
戦
争
は
賛
津
ど
乙
ろ
の
騒
ぎ
で
な
い
」
と
い
う
吐
き
棄
て
る
よ
う
な

怒
り
の
言
葉
が
生
じ
て
い
る
。
乙
れ
は
恐
ら
く
、
作
家
の
地
声
で
あ
ろ
う
。
国
家
な
き
7

レ
i

人
の
し
あ
わ
せ
を
作
中
人
物
に
明
言
さ
せ
て
い
た
先
の
作
者
の
姿
勢
と
併
せ
て
、
感
情
の
乙
も

っ
た
地
声
を
こ
れ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
ぶ
つ
け
、
正
面
切
っ
て
の
戦
争
批
判
を
や
り
の
け
た
作

品
は
、
こ
の
作
者
と
し
て
は
珍
ら
し
い
。
作
者
自
身
も
体
験
し
た
太
平
洋
戦
争
と
い
う
素
材
の

重
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
乙
乙
に
作
者
が
こ
の
作
品
に
鰭
け
て
い
る
激
し
さ
が
看
取
で
き
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
作
者
の
姿
勢
は
、

e

全
体
と
し
て
悲
劇
の
主
人
公
の
位
置
に
あ
る
は
ず
の
悠
一
も

決
し
て
甘
や
か
し
ば
か
り
せ
ず
、
糾
弾
の
筆
を
士
山
れ
て
は
い
な
い
。
悠
一
が
友
村
上
等
兵
に
す

が
り
つ
い
て
彼
を
道
連
れ
に
し
て
い
っ
た
過
程
を
包
ま
ず
描
写
す
る
と
同
時
K
、
一
兵
卒
の
口

か
ら
友
村
の
奇
禍
の
責
任
の
七
割
は
隊
長
の
悠
一
に
あ
る
乙
と
を
指
摘
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
悠
一
の
病
因
と
な
っ
た
事
情
を
語
り
明
か
し
た
上
回
元
曹
長
は
、
最
後
に
、
自
分
が
ト
ラ

ッ
ク
の
運
転
兵
と
し
て
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
た
と
と
を
告
げ
「
み
ん
な
遥
拝
居
士
の
行
き
す
ぎ
が

原
因
だ
よ
。
兵
隊
は
む
ど
い
こ
と
だ
ら
け
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
一
言
い
、
這
拝
隊
長
に
対
し
て
い
ま

で
も
「
む
ら
む
ら
と
湧
き
あ
が
る
憎
悪
」
を
は
っ
き
り
口
、
に
し
て
い
る
。
ぇ
「
兵
隊
は
む
ご
い
」

と
い
う
認
識
と
い
い
、
今
な
お
消
し
が
た
い
憎
悪
と
い
い
、
こ
れ
ら
が
先
の
戦
争
批
判
の
叙
述

や
口
吻
と
照
応
し
て
い
る
乙
と
を
み
る
と
き
、
作
者
の
批
判
と
憎
悪
と
は
、
「
-
滅
私
奉
公
の
権

化
」
と
し
て
の
悠
一
そ
の
人
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
?
悠
守
、
が
被
害
者
で

あ
る
側
面
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
通
り
だ
が
、
同
時
に
彼
は
歴
然
た
る
加
害
者
と
し
て
も
と
ら

え
ら
れ
、
ま
ず
は
、
そ
の
面
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
九
る
の
で
あ
る
)

戦
後
派
作
家
た
ち
が
乙
ぞ
っ
て
戦
争
批
判
に
筆
を
向
け
た
の
は
い
う
ま
で
し
も
な
い
が
、
そ
の

作
家
た
ち
の
作
品
で
は
、
野
間
安
の
『
真
空
地
帯
』
、
梅
崎
春
生
の
『
桜
島
』
、
大
岡
昇
平
の

『
野
火
』
な
ど
の
例
に
代
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
主
人
公
に
身
を
寄
せ
、
主
人
公

を
被
害
者
と
し
て
か
ば
っ
て
描
く
傾
向
が
強
く
、
そ
こ
に
追
求
の
甘
さ
や
戦
争
批
判
の
不
徹
底

と
い
う
一
面
が
残
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
乙
れ
に
対
七
て
、
L

幾
分
遅
れ
て
発
表
さ
れ
土

井
伏
の
乙
の
作
品
で
、
被
害
者
で
あ
る
者
一
が
加
害
者
で
あ
る
と
い
う
交
錯
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
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て
い
る
確
か
さ
に
は
注
目
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
悠
一
は
憎
む
べ
き
加
害
者
と
し
て
指
弾
さ
れ
る
ば
か
り

で
な
く
、
被
害
者
と
し
て
の
悲
劇
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
が
被
害
者
た
る
所
以

は
、
半
ば
無
自
覚
の
う
ち
に
戦
場
に
狩
り
出
さ
れ
た
と
か
、
そ
乙
で
狂
信
的
な
ま
で
の
忠
誠
を

尽
く
し
て
い
る
間
に
負
傷
し
た
と
い
う
よ
う
な
外
面
的
・
一
般
的
な
意
味
に
の
み
関
わ
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
戦
時
中
の
肉
体
的
負
傷
だ
け
が
発
狂
の
直
接
原
因
で
あ
る
わ
け
で

も
な
い
。

事
実
と
し
て
、
戦
時
中
は
、
退
役
し
て
き
た
悠
一
が
「
滅
私
奉
行
の
精
神
を
鼓
吹
す
る
訓

辞
」
を
し
て
も
「
当
時
は
、
誰
も
悠
一
の
言
動
を
滑
穣
だ
と
云
は
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

ζ

れ
K
は
、
も
と
よ
り
当
時
の
情
勢
の
反
映
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
P

悠
一
の
発
狂
が

ま
だ
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
は
、
「
尤
も
戦
争
中
は
手
当

も
充
分
に
あ
っ
た
の
で
、
親
子
で
内
職
の
傘
張
り
な
ど
し
な
ぐ
て
も
、
悠
一
の
う
ち
は
暮
ら
し

向
き
に
困
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
乙
ろ
は
、
悠
一
の
発
作
も
そ
ん
な
に
ま
だ
目
立
た
な
か
っ

た
」
と
い
う
明
確
な
叙
述
も
あ
る
。

ζ

乙
で
、
生
活
背
景
と
精
神
状
況
と
の
関
連
が
示
さ
れ
、

し
か
も
、
戦
時
中
に
は
悠
一
の
精
神
が
ま
だ
追
い
込
ま
れ
て
い
な
い
と
と
が
指
適
さ
れ
て
い
る

事
実
は
、
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
、
彼
を
発
狂
九
直
接
に
追
い
や
っ
た
の

は
戦
時
中
の
肉
体
的
負
傷
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
敗
戦
の
混
乱
と
戦
後
の
生
活
の
窮
迫
で

あ
り
、
い
わ
ば
「
敗
戦
」
と
「
戦
後
」
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
と
と
に
な
る
。

こ
の
意
味
で
、
作
者
が
、
悠
一
に
「
足
部
負
傷
」
と
「
頭
部
負
傷
」
と
い
う
象
徴
的
な
二
つ

の
傷
を
与
え
、
し
か
も
頭
部
の
外
傷
が
「
内
科
的
疾
患
に
変
質
し
て
」
い
く
過
程
を
描
い
て
い

る
押
さ
え
方
は
さ
す
が
に
周
到
で
あ
る
。
一
兵
卒
を
し
て
「
頭
の
打
撲
傷
を
、
痴
呆
症
と
い
ふ

病
気
に
、
す
り
換
九
ら
れ
た
わ
け
ぢ
や
」
と
言
わ
せ
て
い
る
が
、
戦
争
中
の
外
傷
が
明
瞭
な
精

神
病
に
「
す
り
換
九
ら
れ
」
る
の
は
、
敗
戦
を
経
過
し
た
う
え
で
の
乙
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
な
お
、
注
意
深
く
発
狂
の
過
程
を
た
ど
る
と
、
つ
ぎ
の
一
節
が
見
逃
せ
な
い
も
の

と
し
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る
。

〈
様
子
が
怪
し
ま
れ
出
し
て
来
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
敗
戦
が
近
づ
い
て
か
ら
で
あ
っ

た
。
完
全
に
気
遣
ひ
の
発
作
症
状
を
見
せ
た
の
は
、
敗
戦
後
数
日
た
っ
て
か
ら
で
あ

る。

V

敗
戦
を
挟
ん
で
、
き
わ
め
て
短
か
い
期
間
に
精
神
錯
乱
が
強
く
な
り
、
完
全
な
発
狂
の
発
作

は
敗
戦
後
数
日
の
う
ち
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、
先
に
あ
げ
た
「
生
活
の
窮
迫
」
法
一
ぃ
~
フ
背
景

も
、
決
定
的
な
原
因
と
し
て
は
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
外
的
‘
生
活
藻
か
件

が
、
戦
後
数
日
で
急
変
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
発
狂
の
も
っ

と
も
決
定
的
な
契
機
は
、
外
部
で
は
な
く
、
悠
一
の
内
面
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
驚
く
ぺ
き
乙

と
に
、
悠
一
は
、
敗
戦
の
接
近
を
予
感
じ
、
敗
戦
の
意
味
を
つ
か
み
、
敗
戦
に
よ
る
精
神
的
衝

撃
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
自
己
を
改
変
さ
ぜ
ら
れ
た
ζ

と
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
半
気
違
の
悠

一
の
中
に
は
、
敗
戦
の
接
近
と
意
味
と
を
わ
き
ま
え
、
敗
戦
に
よ
っ
て
、
ま
と
も
な
衝
撃
を
受

J

げ
る
だ
け
の
確
か
な
精
神
が
厳
と
じ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

臆
断
を
は
ば
か
ら
ず
に
き
早
え
ば
、
悠
~
一
の
発
狂
は
、
敗
戦
と
い
う
事
実
と
戦
後
の
現
実
を
見

だ
い
た
め
の
自
己
幽
閉
の
衝
動
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軍
密
主
義
か
ち
民
主
主

義
へ
と
先
を
争
っ
て
「
転
向
し
て
」
い
く
正
常
犬
た
ち
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
彼
の
み
は
、
r

自
己
の
精
神
を
自
ら
郷
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
国
主
義
広
対
す
る
精
神
的
殉
死
を
遂
げ
、
魂

の
純
粋
さ
を
保
持
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

サ
ル
ト
ル
の
戯
曲
『
ア
ル
ト
ナ
の
幽
閉
者
』
に
は
、
第
二
次
大
戦
の
責
任
を
と
っ
て
自
ら
を

幽
閉
し
続
け
て
い
る
ド
イ
ツ
人
フ
ラ
ン
ツ
の
狂
気
と
誠
実
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
悠
一
の
場
合
、

方
向
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
一
づ
の
責
任
の
と
り
方
で
あ
り
。
一
種
の
自
己
処
罰
と
も

読
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
一
斉
に
戦
後
の
転
向
を
遂
げ
て
い
っ
た
グ

正
常
人
d

た
ち
に
は
な
い
誠
実
さ
を
狂
気
の
悠
一
が
震
き
続
け
て
い
る
事
実
の
み
は
、
明
瞭
に

門注
U

確
認
で
き
よ
う
。

話
が
少
し
先
走
り
過
ぎ
た
が
、
こ
う
い
う
見
方
は
単
な
る
筆
者
の
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
悠

一
を
と
り
ま
く
周
囲
の
人
々
の
反
応
を
追
っ
て
い
く
と
、
彼
の
独
自
な
位
置
が
一
一
層
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。

平
穏
な
戦
後
の
村
の
日
常
の
中
で
、
悠
一
に
対
す
る
人
々
の
反
応
は
自
ら
二
つ
に
分
か
れ
て

く
る
。
一
つ
は
、
村
に
外
部
か
ら
訪
れ
て
来
る
人
遠
の
そ
れ
で
、
戦
後
間
も
な
く
や
っ
て
来

て
、
発
作
の
起
っ
た
悠
一
の
言
動
に
「
わ
け
を
問
ひ
た
だ
し
も
し
な
い
で
遥
々
の
て
い
で
逃
げ

て
行
っ
た
」
二
人
の
青
年
が
そ
の
皮
切
り
で
あ
る
。
「
軍
隊
用
語
に
何
か
威
力
の
や
う
な
も
の

で
も
感
じ
て
怖
ぢ
け
た
も
の
と
思
は
れ
る
」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
よ
う
に
、
乙
の
と
き
は
ま
だ

軍
国
主
義
の
残
影
が
人
々
の
胸
中
に
惰
性
的
に
生
き
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
乙
ろ
が
、
「
ど
く
最
近
」
に
な
る
と
、
炭
の
買
出
し
に
来
た
町
の
一
青
年
は
、
悠
一
の
発
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反
抗
ド
U
夕
、
「
軍
国
主
義
の
亡
霊
」
だ
と
批
判
を

加
え
る
。
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
の
遺
物
」
「
侵
略
主
義
」
「
非
武
装
国
」
と
い
っ
た
乙
と
ば
を
次
々
と

吐
き
出
す
乙
の
青
年
は
、
一
見
い
か
に
も
進
歩
的
な
民
主
主
義
者
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か

し
、
乙
の
「
兵
隊
服
の
青
年
」
が
倒
れ
て
い
る
悠
一
を
プ
バ
ン
ド
で
も
っ
て
ひ
っ
ぱ
た
か
う
」

と
す
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
そ
の
底
が
割
れ
て
く
る
。
乙
の
青
年
は
口
先
だ
け
の
民
主
主
義
者
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
実
体
は
倒
れ
た
弱
者
を
「
武
」
で
も
っ
て
威
圧
す
る
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
」
的
人
物

以
外
の
何
者
で
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
、
ま
た
後
か
ら
村
人

κ抱
き
止
め
ら
れ
る
と
、

「
お
い
放
せ
、
村
松
棟
次
郎
さ
ん
。
乙
の
危
急
存
在
の
と
き
、
わ
し
の
自
由
を
村
松
棟
次
郎
さ

ん
は
、
奪
ふ
の
か
」
と
い
う
乙
と
ば
を
吐
く
。
思
わ
ず
吹
き
出
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
セ
リ
フ
だ

が
、
「
危
急
存
亡
」
と
い
う
戦
時
中
の
常
用
語
と
「
自
由
」
と
い
う
戦
後
的
価
値
と
の
結
合
に

は
、
軍
国
主
義
と
民
主
主
義
の
野
合
の
実
態
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
「
時
流
に
投
じ
た
言
辞
」
を
割
附
さ
れ
る
の
は
、
ζ

の
青
年
の
み
で
は
な
い
。
悠
一
の

負
傷
の
事
情
と
軍
国
主
義
へ
の
「
憎
悪
」
を
語
り
、
作
者
の
主
張
の
一
翼
を
担
わ
さ
れ
て
い
た

上
田
元
嘗
長
で
す
ら
も
、
与
十
に
よ
っ
て
そ
の
「
ソ
連
風
の
云
ひ
ま
わ
し
か
た
」
を
榔
捻
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
与
十
は
ま
た
「
封
建
時
代
の
残
浮
で
あ
る
ん
)
同
時
に
宗
教
的
に
画
一

刊
さ
れ
た
姿
を
持
つ
墓
に
諮
る
の
は
、
彼
の
主
義
に
反
す
る
」
と
い
う
主
張
を
村
人
か
ら
柔
ら
か

な
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
与
十
も
、
い
わ
ば
外
部
の
風
を
吸
っ
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
外
部
は
そ
ろ
っ
て

先
の
兵
隊
服
の
青
年
か
ら
、
乙
の
上
回
や
与
十
に
つ
な
が
る
タ
イ
プ
の
人
間
の

る
と
き
、
そ
の
底
流
に
は
、
当
時
の
左
翼
的
進
歩
主
義
者
の
浮
き
上
り
に
対
す

と
し
て
の
作
者
の
反
援
と
調
刺
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

者
意
識
を
裏
返
し
て
、
い
わ
ば
居
直
っ
た
形
で
、
日
本
の
「
封
建
主

を
一
方
的
に
糾
弾
し
て
い
っ
た
戦
後
の
左
翼
的
潮
流
に
対
す
る
批
判
と

〉
も
の
が
こ
乙
に
鐙
め
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
外
部
的
な
者
た
ち
と
は
逢
っ
た
、
内
部

の
お
袋
が
辞
退
す
る
に
も
か
か
は
ら
ず
」
、
陸
軍
病
院
へ
悠

い
る
。
悠
一
を
機
禁
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
母
一

に
行
き
づ
ま
る
」
乙
と
を
「
よ
く
知
っ
て
ゐ

「
磁
の
木
戸
」
を
あ
け
る
の
を
容
認
し
て
い

る
。
発
作
を
起
ζ

し
て
い
る
悠
一

も
、
こ
の
青
年
に
買
っ
た
炭
を
か
え
す
と
脅
さ
れ
て
さ
え
悠
一
を
か
ば
っ
た
ば
か
り
か
、
乙
の

青
年
と
は
対
照
的
K
「
中
尉
殿
、
さ
あ
、
敵
前
迂
回
作
戦
で
あ
り
ま
す
」
と
悠
一
の
立
場
に
合

わ
せ
た
こ
と
ば
を
と
っ
さ
に
吐
い
て
悠
一
を
内
側
か
ら
動
か
し
て
い
る
。
与
十
を
連
れ
た
墓
参

の
折
に
も
、
悠
一
の
命
令
の
ま
ま
に
整
列
し
て
汚
な
い
鰻
頭
を
口
に
押
し
込
ま
れ
で
も
、
我
慢

し
て
い
る
。
村
人
た
ち
の
生
活
の
知
恵
と
思
い
や
り
と
が
あ
ふ
れ
で
い
る
の
で
あ
る
。

悠
一
の
加
害
者
的
側
面
の
み
を
見
て
乙
れ
に
「
憎
悪
」
を
向
け
た
進
歩
主
義
者
た
ち
に
対

し
、
乙
の
村
人
た
ち
は
彼
の
被
害
者
と
し
て
の
立
場
を
無
言
の
う
ち
に
感
得
し
、

ζ

れ
を
憐
れ

み
か
ば
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ど
ん
な
進
歩
主
義
者
よ
り
も
、
村
人
た
ち
の
反
応
に
分
が
あ

り
、
厚
味
が
あ
る
と
し
て
描
い
て
い
る
作
者
の
位
置
づ
け
が
興
味
深
い
。

そ
れ
で
は
、
伝
統
的
な
日
常
性
に
根
ざ
し
た
乙
の
村
人
た
ち
は
絶
対
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

で
は
な
い
。
読
み
様
に
よ
っ
て
は
、
乙
の
村
人
た
ち
の
立
場
も
ま
た
相
対
化
さ
れ
で
く
る
事
実

に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

相
対
化
の
一
つ
の
要
素
は
、
村
人
と
進
歩
主
義
者
と
の
と
り
合
わ
悲
に
あ
る
。
す
べ
て
の
宗

教
を
否
定
す
る
と
い
う
与
十
に
対
し
て
、
村
人
た
ち
は
、
「
郷
に
入
れ
ば
郷
に
従
ふ
ぢ
や
」

「
興
十
さ
ん
は
、
彼
地
の
郷
に
入
り
郷
に
従
っ
た
か
ら
、
自
分
の
郷
に
帰
つ
で
郷
に
従
べ
ん
わ

け
が
な
か
ら
う
。
」
と
口
々
に
言
う
。
乙
れ
が
確
か
に
浅
薄
な
進
歩
主
義
K
対
す
る
批
判
と
じ

て
利
い
て
お
り
、
村
人
の
厚
味
あ
る
生
活
の
知
恵
で
あ
る
の
は
先
に
確
か
め
た
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
の
「
郷
に
入
れ
ぼ
郷
に
従
ふ
」
と
い
う
民
衆
の
精
神
構
造
乙
そ
が
、
戦
時
中
に
陪

軍
国
主
義
を
は
び
と
ら
せ
、
戦
後
K
は
ま
た
似
非
民
主
主
義
を
助
長
し
た
当
の
基
盤
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
そ
と
ま
で
一
言
わ
な
く
と
も
、
「
兵
隊
は
、
む
C
い
乙
と
だ
ら
け
ぢ
ゃ
が
い
か
]

と
い
う
上
回
一
元
曹
長
の
乙
と
ば
、
あ
る
い
は
「
戦
争
は
登
沢
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
な
い
」
と
い
う

作
者
の
叙
述
は
、
戦
争
体
験
を
ζ

れ
ほ
ど
簡
単
に
ば
清
算
で
き
な
い
と
U
う
憤
り
か
ら
発
せ
が

れ
た
も
の
の
は
ず
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
か
く
て
、
作
者
の
意
図
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ

も
作
品
の
深
部
に
お
い
て
は
、
進
歩
主
義
者
と
村
川
八
と
は
相
互
に
相
手
を
否
定
す
る
も
の
を
し

て
存
在
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
。

h

y

比一対

相
対
化
と
い
ろ
点
で
、
。
さ
ら
日
比
重
要
な
契
機
は
、
作
中
の
を
場
人
物
全
員
に
対
ー
す
器
悠
、
一
へ
の

特
異
な
位
置
粍
あ
る
。
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彼
は
、
村
人
か
ら
憐
ま
れ
か
ば
わ
れ
る
だ
け
の
単
な
る
弱
者
な
の
で
は
な
い
。
村
人
を
合
め

た
普
通
人
に
は
な
い
強
さ
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
が
、
次
の
一
節
で
あ

る。

八
彼
は
、
び
っ
こ
だ
か
ら
歩
く
の
は
不
得
手
だ
が
、
普
通
人
で
は
受
る
の
に
手
を
焼
く
や

う
な
傾
斜
で
も
割
合
ひ
う
ま
く
登
っ
て
行
く
。
傾
斜
を
お
り
る
場
合
、
普
通
人
な
ら
駈
け

お
り
る
や
う
な
こ
と
に
な
る
の
に
、
悠
一
は
ゆ
っ
く
り
と
お
り
て
行
く
。

V

尋
常
な
平
面
で
は
普
通
人
に
劣
っ
て
も
特
異
な
傾
斜
で
は
乙
れ
を
凌
駕
す
る
彼
の
歩
行
は
、

日
常
的
観
点
か
事
り
す
れ
ば
た
だ
の
狂
者
に
す
ぎ
な
い
悠
一
が
、
狭
い
日
常
を
越
え
た
観
点
か
'
り

す
れ
ば
、
品
昔
、
通
人
の
持
た
な
い
確
か
さ
を
保
持
し
て
い
る
乙
と
の
証
左
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
品
の
結
び
近
く
で
、
鰻
頭
を
「
恩
賜
の
御
菓
子
」
だ
と
し
て
村
の
四
人
に
遥
拝
を
命
じ
た

時
、
悠
一
の
指
す
方
向
は
、
「
空
が
曇
っ
て
ゐ
た
が
、
方
角
は
正
確
に
東
を
覗
っ
て
ゐ
た
」
と

明
記
さ
れ
て
い
る
。
発
作
の
さ
中
に
す
ら
、
事
天
皇
に
関
す
る
限
り
、
皇
居
を
指
し
て
誤
ま
た

ぬ
確
か
さ
が
彼
の
内
に
は
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
彼
の
乙
う
い
う
把
握
は
、
当

時
の
民
主
主
義
の
季
節
に
生
き
た
人
々
か
ら
い
え
ば
、
狂
気
で
あ
り
漫
画
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
島
事
件
ゃ
、
天
皇
の
欧
州
外
遊
に
対
す
る
国
内
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
反
応
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
民
主
主
義
の
季
節
が
過
ぎ
て
、
皇
国
の
季
節
が
新
し

い
形
で
復
活
し
て
い
る
か
に
み
え
る
昨
今
の
情
勢
か
ら
見
る
と
、
「
曇
っ
て
ゐ
た
」
時
代
思
潮

な
ど
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
ぬ
乙
の
狂
人
の
感
覚
乙
そ
が
、
当
時
の
ど
ん
な
正
常
人
も
増
し
て
「
正

確
」
な
方
角
を
「
覗
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
結
果
論
で
あ
り
、
当
時
の
悠
一
が
歴
史
の
動
き
を
自
覚
的
に
予
見
す
る
立
場
に
あ
っ
た
と
い

え
ば
議
慣
の
引
倒
し
も
度
が
過
ぎ
よ
う
が
、
乙
の
背
後
に
は
、
民
主
主
義
の
季
節
の
さ
中
に
、

彼
に
皇
国
の
精
神
を
保
持
さ
せ
続
け
て
、
し
か
も
、
状
況
が
「
曇
っ
て
ゐ
た
」
に
も
拘
わ
ら
ず
、

「
正
確
に
東
を
覗
っ
て
ゐ
た
」
彼
の
姿
を
明
瞭
に
叙
述
し
て
い
る
作
者
が
厳
と
し
て
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
あ
り
、
乙
れ
に
先
に
ふ
れ
た
民
主
主
義
の
浮
き
上
が
り
の
指
摘
を
併
せ
考
え
る

と
、
こ
乙
に
は
、
時
代
の
底
流
に
対
す
る
作
家
の
本
能
的
な
洞
察
が
籍
め
ら
れ
て
い
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
悠
一
は
、
戦
中
戦
後
を
通
じ
て
変
節
し
な
い
「
滅
私
奉
公
の
権
化
」

と
し
て
の
み
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

乙
こ
で
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
、
遥
拝
隊
長
と
恐
れ
ら
れ
て
い
た
戦
時
中
で
す
ら
、
機
会
あ

ソ
ご
と
に
「
往
ん
で
や
ろ
」
と
い
う
他
愛
の
な
い
偲
謡
を
う
た
っ
た
彼
の
も
う
一
つ
の
面
で
あ

る
。
ま
た
、
戦
後
発
作
が
最
高
頂
に
達
し
て
村
人
に
慈
拝
の
後
の
「
気
を
付
け
」
を
命
じ
て
い

た
時
で
さ
え
も
、
「
お
菓
子
の
好
き
な
彼
は
、
四
人
に
解
散
を
命
ず
る
の
も
忘
れ
、
;
銀
頭
を
頬

張
っ
た
ま
ま
眠
鴫
も
し
な
い
で
、
ロ
中
の
そ
の
味
覚
を
翫
味
し
て
ゐ
る
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る

彼
の
姿
で
あ
る
。
乙
こ
に
は
、
さ
し
も
の
軍
国
主
義
精
神
も
浸
蝕
で
き
な
い
や
わ
ら
か
な
悠
一

の
魂
が
あ
り
、
そ
れ
が
幼
な
心
を
源
泉
と
し
て
い
る
事
実
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
童
謡
に
代
弁
さ

れ
て
い
る
故
郷
の
自
然
と
結
び
つ
い
た
幼
な
心
|
|
や
わ
ら
か
な
魂
の
深
部
に
比
す
れ
ば
、
た

と
え
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
ど
れ
ほ
ど
持
続
し
て
い
よ
う
と
、
軍
国
精

神
は
仮
の
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
し
て
、
さ
ら
に
注
目
を
要
す
る
の
は
、
「
気
を
付
け
」
を
命
じ
た
ま
ま
鰻
頭
を
食

ぺ
て
い
た
悠
一
を
お
袋
が
迎
え
に
来
た
と
き
の
や
い
り
と
り
で
あ
る
。

人
「
:
:
:
そ
れ
で
は
、
鰻
頭
を
食
ぺ
な
が
ら
、
う
ち
へ
往
な
う
や
。
の
う
、
わ
し
と
一
緒

に
往
ん
で
く
れ
、
お
願
ひ
ぢ
ゃ
。
」

お
袋
は
殆
ん
ど
悠
一
に
嘆
願
し
た
。
悠
一
は
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
ゐ
た
が
、
す
乙
し
は
間

き
分
け
出
来
た
と
見
え
、
疲
れ
き
っ
た
人
の
や
う
に
頭
を
う
な
だ
れ
て
歩
き
だ
し
た
。
〉

威
圧
や
抵
抗
に
対
し
て
は
憤
怒
の
固
ま
り
と
な
る
悠
一
が
、
母
親
の
「
嘆
願
」
に
対
し
て

は
、
素
直
に
折
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
発
作
が
最
高
頂
に
達
し
た
直
後
な
の
に
「
す
乙
し
は
聞

き
分
け
出
来
」
る
分
別
が
働
い
て
い
る
。
彼
は
、
完
全
な
軍
国
精
神
の
権
化
で
は
な
く
、
一

O

O
バ

1
セ
ン
ト
の
狂
者
で
も
な
い
。
臆
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
彼
は
戦
中
戦
後
を
一
貫
し

て
遥
拝
隊
長
を
演
じ
な
が
ら
、
他
方
で
そ
れ
を
仮
面
劇
で
あ
り
、
お
芝
居
だ
と
感
じ
分
け
る
心

を
ど
乙
か
に
保
持
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
貧
窮
の
母
の
患
い
の
籍
っ
た
嘆
願
は
、

そ
の
隠
さ
れ
た
心
の
琴
線
に
痛
烈
に
ふ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
疲
れ
き
っ
た
人
の
や

う
に
頭
を
う
な
だ
れ
で
歩
き
だ
し
た
」
と
い
う
一
句
に
示
さ
れ
で
い
る
悠
一
の
態
度
は
印
象
的

で
あ
る
。
こ
こ
に
、
自
分
の
芝
居
に
よ
っ
て
心
配
を
懸
け
通
し
の
老
い
た
母
に
対
す
る
無
意
識

の
機
悔
が
暗
示
さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
ょ
う
か
。
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転
向
に
再
転
向
が
次
ぐ
情
勢
の
中
に
置
く
と
き
、
遥
拝
隊
長
を
演
じ
抜
く
悠
一
の
誠
実
さ
と

意
義
に
つ
い
て
は
、
先
に
ふ
れ
た
。
そ
の
彼
は
、
童
心
と
母
に
対
し
て
演
技
す
る
自
己
を
機
悔

す
る
も
う
一
つ
の
心
を
持
ち
、
存
在
が
真
二
つ
に
裂
か
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
裂
か
れ
た

ニ
つ
を
保
持
し
つ
つ
、
分
裂
を
分
裂
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
生
き
て
い
る
と
乙
ろ
に
、
更
に
深

い
彼
の
誠
実
さ
が
あ
る
。
分
裂
し
た
軌
道
の
一
つ
を
選
び
そ
の
上
に
乗
り
上
げ
て
い
っ
た
三
島

由
紀
夫
が
現
代
の
ド
ン
・
キ
ホ
l
テ
だ
、
と
す
る
な
ら
ば
、
時
代
の
矛
盾
を
背
負
い
続
け
る
遥
拝



と
は
い
え
、
以
上
の
よ
う
な
位
置
づ
け
は
、
深
読
み
が
過
ぎ
る
と
し
て
、
恐
ら
く
は
読
者
の

失
笑
を
買
う
だ
ろ
う
。
前
節
の
は
じ
め
に
「
読
み
様
に
よ
っ
て
は
」
と
い
J
限
定
を
加
え
て
お

い
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
筆
者
の
読
み
取
り
に
過
ぎ
ず
、
作
者
井
伏
は
、
す
べ
て
を
村
の
日
常
性

の
中
に
円
満
に
包
み
込
ん
で
い
く
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
突
の
と
乙
ろ
、
こ
の
姿
勢

に
筆
者
の
不
満
が
残
る
の
で
あ
る
。

先
に
、
村
人
た
ち
も
ま
た
上
田
を
は
じ
め
と
す
る
進
歩
主
義
者
や
主
人
公
悠
一
の
存
在
に
よ

っ
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
読
み
得
る
側
面
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。
こ
う
い
う
要
素
を
作
品
の

中
に
投
入
し
て
い
る
作
家
の
直
観
は
さ
す
が
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
相
対
化
の
方
向
に

つ
い
て
作
者
は
ど
乙
ま
で
自
覚
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
作
者
は
、
登
場
人
物
に
下
駄
を

預
け
で
相
互
批
判
的
言
辞
を
語
ら
せ
る
の
み
で
、
作
家
と
し
て
の
追
求
に
筆
を
進
め
ず
、
ピ
混
在

し
た
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
を
人
間
模
様
と
し
て
投
げ
出
し
て
見
せ
る
に
止
ま
つ
で
い
る
よ
う
に
恩

わ
れ
る
。

も
と
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
観
点
の
設
定
は
そ
れ
自
体
と
し
て
非
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
し
か
し
、
乙
乙
で
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
複
眼
的
視
点
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、

そ
の
実
、
相
互
の
立
場
の
徹
底
的
対
決
を
す
り
抜
け
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
村
人
た
ち
の
価
値

観
に
依
拠
し
、
乙
れ
に
よ
ヲ
て
事
態
を
収
拾
し
て
い
っ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
の
だ
。

先
に
あ
げ
た
与
十
を
墓
参
に
連
れ
出
し
た
例
に
し
て
も
、
「
与
十
さ
ん
は
、
彼
地
の
郷
に
入

り
郷
に
従
っ
た
か
ら
、
自
分
の
郷
に
帰
っ
て
郷
に
従
~
ん
わ
け
が
な
か
ら
う
。
人
間
の
生
海
に

は
、
素
通
り
せ
ん
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
が
、
な
ん
ぼ
で
も
あ
る
。
で
も
よ
く
帰
っ
て
来
た
。
み

ん
な
心
配
し
て
待
っ
て
を
っ
た
よ
。
さ
あ
、
お
詣
り
に
行
か
う
」
と
い
う
の
が
村
人
の
説
得
の

言
葉
で
あ
っ
た
。
乙
ζ

に
、
村
人
の
厚
み
と
暖
か
み
が
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
、
戦
争

体
験
を
「
索
通
り
」
し
て
し
ま
う
危
険
を
多
分
に
は
ら
ん
だ
発
想
で
も
あ
っ
た
事
実
に
つ
い
て

比
叡
摘
し
た
通
り
だ
が
、
そ
の
危
険
を
作
者
は
ど
れ
だ
け
意
識
的
に
提
示
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
α
沙
ぐ
と
も
、
乙
の
村
人
の
セ
リ
フ
に
続
い
て
、
た
だ
ち
に
「
さ
う
し
て
与
十
に
墓
参
の
決

ミ
ヘ
時
下
帆
乏
れ
は
わ
J

心
一
浩
冶
池
た
」
と
い
う
地
の
文
を
置
き
、
そ
の
方
向
に
認
を
展
開
さ
せ
て
い
る
作
者
は
、
乙
の

i
j
k
i
 

上
げ
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。

た
ま
り
の
滅
私
奉
公
が
、
あ
ん
な
子
供
の
歌
を
う
た
っ
た
ら
見
も

り
ま
注
意
械
設
で
さ

広
一
鋭
ペ
迫
る
意
葉
を
吐
い
た
村
人

る
ほ
ど
、
ハ
ツ
タ
ピ
ユ
ラ
の
池
は
有
名
に
な
っ
た
も
ん
や
。
結
構
な
も
ん
や
ね
。
う
ん
、
わ
し

は
有
名
な
ハ
ツ
タ
ビ
ユ
ラ
の
池
の
樋
を
抜
く
」
と
い
う
方
向
へ
話
を
転
換
し
て
い
く
。
作
者
は
、

確
か
に
こ
こ
に
滑
稽
味
を
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、

ζ

の
「
有
名
」
へ
の
憧
憶
乙
そ
が
悠
一

の
母
に
門
柱
を
乙
し
ら
え
さ
せ
、
悠
一
を
遥
拝
隊
長
に
押
し
あ
げ
て
い
っ
た
当
の
も
の
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
体
験
を
「
素
通
り
」
し
て
い
く
村
人
の
体
質
の
表
現
で
あ
る
事
実
を
、
ど
乙
ま
で
作

者
は
問
い
つ
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
少
く
と
も
、
そ
れ
を
鋭
く
刻
り
出
し
て
い
こ
う
と
す
る

姿
勢
は
、
乙
乙
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

村
人
を
し
て
戦
時
中
に
「
隣
組
内
に
将
校
が
帰
っ
て
来
る
と
鼻
が
高
い
」
と
言
わ
せ
、
戦
後

に
ま
た
「
本
当
に
恩
賜
の
菓
子
を
貰
ふ
と
き
の
や
う
な
気
が
し
た
な
あ
」
と
言
わ
せ
で
い
る
作

者
は
、
村
人
の
意
識
の
中
に
あ
る
問
題
点
に
恐
ら
く
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
進
歩
主
義
者
や

主
人
公
悠
一
が
村
人
た
ち
を
逆
に
相
対
化
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
を
全
く
把
握
し
な
か
っ
た
わ

け
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
の
方
向
は
つ
・
き
つ
め
ら
れ
ず
、
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
浅

薄
な
進
歩
主
義
者
た
ち
を
相
対
化
し
、
や
わ
ら
か
な
笑
い
で
も
っ
て
た
し
な
め
取
り
込
ん
で
い

く
村
人
た
ち
の
日
常
的
な
厚
み
で
あ
る
。
主
人
公
悠
一
の
扱
い
に
し
て
も
、
悠
一
が
村
人
を
相

対
化
し
て
い
く
彼
の
イ
エ
ス
的
側
面
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
ず
、
前
面
に
出
て
ま
る
の
は
、
彼
を

狂
者
と
し
て
ど
乙
ま
で
も
憐
れ
み
か
ば
っ
て
い
く
村
人
の
滋
情
主
義
で
あ
る
グ
結
末
に
近
づ
く

ほ
ど
、
温
情
的
な
村
の
日
常
の
中
に
、
悠
一
の
姿
は
完
全
に
没
し
去
る
気
配
さ
え
見
せ
て
く

る。
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乙
れ
に
関
連
し
て
、
悠
一
の
母
が
手
繰
る
釣
瓶
縄
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
る
締
括
り
応
も
問
題

が
残
る
。
な
る
ほ
ど
、
そ
乙
に
は
、
「
ベ
耳
に
突
き
さ
す
や
う
な
響
き
u

日
を
「
鶴
の
鳴
き
声
」
笠
言

い
換
え
る
見
え
す
い
た
お
世
辞
で
、
母
の
手
か
ら
悠
一
を
奪
つ
で
い
っ
た
戦
中
の
校
長
と
村
長

の
庖
想
が
挟
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
乙
乙
で
、
は
か
ら
ず
も
、
「
国
定
教
科
書
」
-
の
「
美
文
の

一
章
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
雑
音
を
「
鶴
の
鳴
き
邑
酎
ん
や
必
言
い
換
え
て
い

く
の
意
識
乙
そ
が
、
兵
力
狩
り
集
め
の
実
態
ら
「
模
範
的
な
一
J

家
」
&
り
之
縮
、
任
ち
官
官
・
つ
発
想
そ
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
国
定
教
科
書
の
美
文
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
わ
か
る
。

ま
た
見
え
す
い
た
そ
の
お
世
辞
に
釆
干
、
T
h
「
当
時
、
近
脈
ぢ
ゅ
う
に
蜘
船
の
管
訟
が
」
仇
せ
る

た
め
、
必
要
以
上
に
水
汲
み
を
し
」
た
と
い
う
悠
}
の
母
が
置
か
れ
て
い
允
位
置
ゆ
か
な
し
さ

も
わ
か
b
J
七
か
し
、
乙
乙
に
は
、
そ
れ
を
か
な
し
と
見
る
よ
り
む
し
ろ
お
か
し
と
克
る
作
者

の
姿
勢
が
目
立
ち
過
.
さ
て
は
い
ま
い
か
。
あ
る
い
は
、
か
な
し
く
傷
ま
し
い
悠
一
と
母
と
の
問



題
が
十
分
追
求
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
、
問
想
に
よ
る
村
の
滑
稽
な
日
常
風
景
の
一
コ
?
の
中
に
あ
ま

り
に
も
容
易
に
彼
等
の
姿
が
は
め
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
ま
い
か
。

要
す
る
に
、
作
品
分
析
の
過
程
で
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、
中
途
半
端
な
回
想
な
ど
で
結
ば

ず
、
現
在
の
悠
一
に
郎
し
、
乙
れ
を
徹
底
的
に
追
っ
て
い
け
ば
、
村
の
「
平
穏
無
事
な
日
常
」

を
も
う
一
皮
深
く
っ
き
破
っ
て
反
日
常
的
世
界
が
展
開
し
て
く
る
可
能
性
を
こ
の
作
品
は
十
分

に
字
ん
で
い
る
の
に
、
最
後
の
一
歩
手
前
で
追
求
が
差
し
控
え
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
点
に
、
乙

の
作
品
の
重
厚
さ
が
あ
る
と
同
時
に
、
あ
き
足
り
な
さ
の
感
も
ま
た
拭
え
な
い
の
で
あ
る
。

五

以
上
の
よ
う
な
不
満
に
も
拘
わ
ら
ず
、
筆
者
に
は
乙
の
作
品
の
総
体
は
き
わ
め
て
重
い
手
ざ

わ
り
を
持
っ
て
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
乙
の
作
品
世
界
を
さ
ら
に

広
い
視
野
の
中
で
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

事
実
と
し
て
、

ζ

の
『
遥
拝
隊
長
』
を
歴
史
状
況
の
中
に
投
げ
入
れ
て
広
く
展
望
し
て
い
く

と
実
に
興
味
深
い
問
題
が
数
多
く
提
起
さ
れ
て
く
る
の
だ
が
、
も
う
紙
幅
が
な
い
。
主
要
な
問

題
の
み
を
、
箇
条
書
と
し
て
手
短
か
に
あ
げ
て
お
く
と
、
第
一
に
、
昭
和
二
五
年
二
月
、
と
い

う
乙
の
作
品
の
発
表
時
期
に
注
目
し
た
い
。
乙
の
年
の
六
月
に
は
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
す
る
。
占

領
政
策
の
転
換
に
よ
っ
て
な
し
崩
し
に
崩
さ
れ
て
き
た
戦
後
民
主
主
義
は
乙
乙
で
致
命
傷
を
受

け
、
内
外
と
も
に
軍
国
主
義
が
復
活
の
鵡
し
を
見
せ
は
じ
め
る
。
乙
の
決
定
的
な
時
期
に
、
敢

え
て
こ
の
よ
う
な
戦
争
批
判
の
作
品
を
上
梓
し
た
と
乙
ろ
に
、
作
者
の
時
代
感
覚
の
鋭
敏
さ
と

批
判
の
確
か
さ
が
読
み
取
れ
る
。

第
二
は
、
戦
争
批
判
の
文
学
の
構
造
的
特
質
に
あ
る
。
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
戦
後
派
文
学

は
、
「
梅
限
状
況
」
と
も
呼
ば
れ
る
非
日
常
的
次
元
に
作
品
を
設
定
し
て
被
害
者
的
な
観
点
か

ら
戦
争
惑
を
糾
弾
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
た
め
に
問
題
追
求
が
徹
底
せ
ず
、
ま
た
、
朝
鮮
戦
争

の
特
需
景
気
に
よ
っ
て
時
代
が
相
対
的
な
安
定
期
に
入
り
、
生
活
の
上
に
日
常
性
が
回
復
さ
れ

て
く
る
と
、
観
念
臭
の
強
い
非
日
常
的
な
彼
等
の
作
品
で
は
読
者
を
つ
な
ぎ
取
め
切
れ
な
く

な
っ
た
。
そ
の
間
隙
を
埋
め
て
昭
和
二
八
年
以
降
に
登
場
し
て
来
た
「
第
三
の
新
人
」
た
ち

は
、
小
市
民
的
な
日
常
性
の
断
片
を
あ
ざ
や
か
に
す
く
い
取
っ
て
見
せ
た
も
の
の
、
戦
争
批
判

を
継
承
せ
ず
、
相
対
的
な
日
常
性
の
背
後
に
潜
む
社
会
的
危
機
の
追
求
に
つ
い
て
も
、
全
体
と

し
て
微
弱
で
あ
っ
た
。
非
日
常
の
文
学
と
日
常
の
文
学
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
限
界
に
対
し
、
丁
度

そ
の
交
替
期
に
位
置
す
る
と
の
作
品
が
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
非
日
常
性
と
日
常
性
と
を
作
品

総
投
総
臨
時
貯
総
務
官
吐
露
義
彦
正
常
舷
宮
内
官
時
五
v
h弘、

E
Q
E
F

構
造
の
中
に
交
錯
さ
せ
て
と
ら
え
得
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
戦

争
の
異
常
体
験
を
背
負
い
続
け
て
い
る
主
人
公
を
村
の
日
常
の
中
で
と
ら
え
て
い
く
視
点
に
、
引

乙
の
す
ぐ
れ
た
達
成
の
手
法
的
な
鍵
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
戦
後
派
文
学
が
ど
ち
ら

か
と
い
え
ば
外
面
的
な
戦
争
の
傷
跡
を
描
く
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に
対
し
、
戦
争
の
内
面
的
傷

痕
を
追
求
し
、
さ
ら
に
そ
乙
か
ら
、
日
常
性
の
中
で
の
戦
争
体
験
の
継
承
の
可
能
性
を
切
り
拓

い
て
い
る
乙
と
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
、
第
一
一
一
に
、
井
伏
文
学
の
中
に
お
け
る
乙
の
作
品
の
位
置
に
も
か
か
わ
っ
て
く

る
。
乙
の
作
品
よ
り
半
年
前
に
連
載
さ
れ
始
め
た
『
本
日
休
診
』
は
、
戦
後
風
俗
の
み
に
焦
点

を
合
わ
せ
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
通
俗
化
し
、
風
化
し
て
い
く
危
険
そ
多
分
に
は
ら
ん
で
い

る
。
そ
れ
は
井
伏
文
学
が
当
初
か
ら
持
っ
て
い
た
傾
向
の
一
側
面
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
と
見
る

と
と
も
で
き
よ
う
が
、
『
遥
拝
隊
長
』
は
そ
乙
に
戦
争
の
異
常
体
験
を
持
ち
込
む
乙
と
に
よ
っ

て
q

作
品
に
緊
張
を
与
え
、
乙
の
危
機
を
乗
り
切
っ
て
い
る
。
や
が
て
弁
伏
は
、
『
黒
い
雨
』

を
も
の
し
て
文
壇
の
耳
目
を
集
め
る
乙
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
戦
後
の
農
村
の
日
常
性
の
さ
中

に
、
戦
中
の
原
爆
と
い
う
異
常
体
験
の
問
題
が
茅
を
吹
き
出
し
て
く
る
構
成
、
乙
の
作
者
に
し

て
は
珍
ら
し
い
地
声
を
感
じ
さ
せ
る
批
判
の
激
し
さ
な
ど
、
『
黒
い
雨
』
を
支
え
て
い
る
手
法

の
ほ
と
ん
ど
は
、
乙
の
『
遥
拝
隊
長
』
で
先
取
り
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
前
半
の
村
の
日
常
と
後
半
の
原
爆
の
異
常
の
描
写
に
分
裂
気
味
の
傾
き
が
あ
る
『
黒

い
雨
』
よ
り
も
、
す
べ
て
を
村
の
百
円
吊
性
の
中
に
包
み
込
ん
で
結
ん
で
い
る
『
遥
拝
隊
長
』
の

方
が
、
作
品
の
完
成
度
が
高
い
と
も
い
え
よ
う
。
も
と
よ
り
、
そ
の
点
に
筆
者
の
不
満
が
な
く

も
な
い
の
は
先
に
述
ぺ
た
通
り
だ
が
、
そ
う
い
う
日
常
的
視
点
を
裏
返
し
た
文
学
の
可
能
性
に

つ
い
て
は
、
観
念
的
な
弱
点
を
蔵
し
つ
つ
も
反
日
常
的
世
界
を
展
開
し
て
い
る
安
部
公
房
や
大

江
健
三
郎
の
文
学
に
こ
れ
を
求
め
、
強
固
な
日
常
的
基
盤
を
特
質
と
す
る
井
伏
文
学
に
は
、

ζ

れ
は
乙
れ
と
し
て
の
強
味
を
認
め
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。
(
一
九
七
一
・
一
一
・
六
)

(
注
〉
東
郷
克
美
氏
は
、
八
井
伏
鱒
二
素
描
l
「
山
淑
魚
」
か
ら
「
遥
拝
隊
長
」
八
!
v

(
日
本
近
代
文
学
」
昭
四
一
・
一
一
)
に
お
い
て
、
「
ま
ず
主
人
公
岡
崎
悠
一
が
気
遣
い
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
乙
と
が
も
っ
と
も
重
要
だ
。
乙
の
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ッ
ク
な
軍
国
主
義
者
を
狂
人

と
し
て
書
く
乙
と
、
そ
れ
に
ま
さ
る
痛
烈
な
翻
刺
は
な
い
。
」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い

る
。
乙
う
い
う
加
害
者
と
し
て
の
主
人
公
を
糾
弾
す
る
側
面
が
あ
る
の
は
先
に
確
か
め
た
と
こ

ろ
だ
が
、
乙
れ
の
み
を
強
調
す
る
の
は
、
や
は
り
一
面
的
に
過
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
、
乙
れ
に
被

害
者
も
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
な
殉
教
者
と
し
て
の
悠
一
の
悲
劇
を
交
錯
さ
せ
て
と
ら
え
て
い

る
重
層
構
造
の
厚
み
に
注
目
し
た
い
。
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