
チ干

の

育成

後

伏

そ

視

点

椛

造

の

一、

太
一
羽
の
錨
凶
は
、
昭
和
二

O
年
か
ら
二
四
年
ま
で
で
あ
る
。
昭
和
一
九
年
か
ら
ニ

O
年
に
か

け
て
は
、
井
伏
は
ほ
と
ん
ど
作
品
を
発
表
し
て
い
な
い
か
ら
、
実
質
的
に
は
二
一
年
四
月
発
表

の
「
ニ
つ
の
話
」
「
終
筒
」
を
皮
切
り
と
す
る
、
戦
後
の
井
伏
の
小
説
を
検
討
し
て
い
く
乙
と

に
な
る
。

乙
の
時
期
の
舛
伏
文
学
の
特
色
と
い
え
ば
、
第
一
に
、
そ
の
大
半
が
疎
開
に
取
材
し
た
小
説

で
あ
マ
何
事
実
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
二
つ
の
話
」
「
杭
向
」
「
町
村
大
字
霞
ケ
森
」
昭
一
二
・
一
一
)
「
因
ノ
島
」
(
昭
二
三

・
一
)
「
山
峡
風
物
誌
」
(
昭
二
二
て
三
)
「
白
毛
」
(
昭
二
=
了
九
)
な
ど
は
、
語
り
手
「

私
」
の
疎
開
中
の
見
聞
を
つ
づ
っ
た
形
に
な
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
作
品
中
に
「
疎
開
」
の
誌

が
直
接
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
の
明
確
な
用
語
は
な
い
ま
で
も
、
「
追
剥
の
活
」
(

昭
二
一
・
九
)
「
柄
本
屋
」
(
昭
一
二
・
一
一
)
「
絞
只
者
の
邸
」
(
昭
二
三
二
ハ
)
な
ど
も

作
者
の
疎
開
体
験
に
廿
巧
つ
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

乙
の
百
援
の
背
立
と
し
て
は
、
作
者
の
災
生
活
が
あ
る
。
井
伏
は
、
昭
和
一
九
年
五
月
、
山

梨
県
叩
辺
村
に
、
ニ

O
年
七
月
、
広
ね
円
以
加
茂
村
町
市
松
の
生
家
に
疎
開
し
、
二
二
年
七
月
ま
で

と
こ
に
初
在
し
た
か
ら
、
そ
の
実
体
験
の
投
影
が
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
心
。

と
は
い
え
、
疎
開
小
説
は
、
こ
う
し
た
作
者
の
事
情
の
偶
然
的
な
反
映
と
い
う
域
に
と
ど
ま

っ
て
い
な
い
。
試
み
に
、
作
品
の
古
き
出
し
を
引
い
て
み
よ
う
。

人
昭
和
十
九
年
五
月
二
十
八
日
か
ら
二
十
年
七
月
八
日
ま
で
、
私
は
甲
府
市
外
甲
淫
村
の
岩

月
氏
宅
の
隠
居
所
に
疎
開
し
て
ゐ
た
V
(
「
二
つ
の
話
」
)

人
私
は
郷
里
の
生
家
に
疎
附
し
て
来
て
か
ら
、
留
三
郎
と
い
ふ
老
人
と
懇
怠
に
な
っ
た

V
(

「
経
筒
」
)

人
官
村
大
字
霞
ケ
森
で
は
、
ふ
と
し
た
間
送
ひ
ど
と
で
、
今
年
の
一
と
夏
、
部
溶
の
中
が
探

め
て
ゐ
た
。
事
の
起
り
は
、
仲
間
村
と
地
つ
手
つ
き
の
隣
村
部
落
に
防
関
し
て
ゐ
る
洋
訂
-
家
の

奇
問
に
よ
る
の
で
あ
っ
た
。

V
(
「
品
目
村
大
字
宮
ケ
森
」
)

と

情

念

本日

nu 

t

木・

原

whu・

土
ナ
'

人
私
は
民
島
照
の
田
舎
に
疎
開
中
、
因
ノ
烏
の
中
田
開
師
(
仮
名
)
の
招
待
で
乙
の
烏
へ
魚

釣
に
行
っ
た

V
(
「
因
ノ
島
」
〉

乙
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
先
ず
「
疎
開
」
の
事
実
を
押
さ
え
る
こ
と
か
ら

笠
が
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
「
疎
開
」
は
、
休
筆
後
の
作
者
に
作
品
を
者
き
起
こ
さ
せ
る
直
接
の

契
絞
に
な
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
程
火
に
な
っ
て
い
る
。
乙
の
事
実
は
見
過
ご
し
が
た
い
。

「
二
つ
の
話
」
は
、
乙
れ
を
形
成
す
る
二
つ
の
抑
話
が
い
ず
れ
も
、
敗
戦
直
前
の
現
実
か
ら

想
的
川
力
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
へ
遡
行
す
る
と
い
う
「
丞
話
瓜
な
」
物
語
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

二
つ
の
拘
話
の
市
川
町
と
必
然
的
な
関
わ
り
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
語
り
手
の
「
私
」
が
疎
開
者

で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
迫
れ
の
二
人
の
子
供
も
ま
た
「
疎
開
閉
一
主
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
人
山
村
大
字
間
以
ケ
森
」
に
お
い
て
は
、
作
者
の
分
身
を
忠
わ
せ
る
語
り
手
の
「
私
」
が

登
山
倒
せ
ず
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
担
う
人
物
が
「
洋
市
出
品
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
乙
の
画
家
の
条
件
づ
け
は
、
や
は
り
、
「
問
問
」
者
と
さ
れ
て
い
る
o

こ
の
時
期
の
作

品
に
、
「
政
削
」
の
問
題
が
い
か
に
深
く
円
以
逃
し
て
い
る
か
う
な
ず
け
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
問
小
説
の
持
つ
芯
味
は
何
か
。
一
つ
は
、
作
者
が
、
山
梨
と
広
島

の
現
実
に
ふ
れ
、
そ
乙
か
ら
日
本
を
と
ら
え
直
す
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
福
山

を
郷
旦
と
す
る
井
伏
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
全
く
新
た
な
初
出
の
投
入
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、

敗
戦
お
よ
び
戦
後
休
放
を
片
田
舎
の
民
村
と
い
う
場
所
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
乙
の

作
家
独
自
の
新
た
な
出
発
の
契
絞
と
な
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
と
戦
後
と
を

都
市
か
ら
み
た
多
く
の
以
後
作
家
た
ち
の
よ
う
に
は
、
は
な
ば
な
し
く
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
題

材
や
小
説
肢
別
に
な
っ
て
い
な
い
。
「
疎
開
」
の
実
態
自
体
が
、
戦
中
と
戦
後
の
断
層
を
示
す

よ
り
も
、
む
し
ろ
両
者
を
つ
な
ぐ
モ
チ
ー
フ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ

と
は
、
結
果
的
に
は
「
敗
戦
」
に
一
切
の
旧
い
価
値
観
の
防
坊
を
読
み
、
「
戦
後
」
の
新
し
い

価
値
と
少
説
方
法
の
到
来
を
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
戦
後
派
作
家
と
違
っ
て
、
戦
中
と
戦
後
を

杭
続
的
な
視
点
か
ら
把
握
し
、
そ
う
簡
単
に
変
ら
な
い
日
本
の
現
実
を
凝
視
す
る
し
た
た
か
な

作
者
の
姿
勢
ぞ
維
持
さ
せ
る
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

農
村
は
、
し
か
し
、
全
く
の
無
変
化
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
変
り
難
い
股
村
の
現
実
に
、
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わ
ず
か
な
が
ら
ひ
び
を
入
れ
、
新
し
い
風
を
起
こ
す
の
が
、
「
疎
開
」
の
ニ
つ
自
の
芯
味
に
他

な
ら
な
い
。
「
牧
村
大
字
霞
ケ
森
」
で
は
、
疎
開
画
伯
の
「
野
外
ス
ケ
ッ
チ
」
が
池
の
魚
介
の

泥
棒
と
思
い
違
い
さ
れ
て
一
騒
ぎ
あ
り
、
ま
た
、
彼
が
好
窓
で
昔
年
団
に
貸
し
た
「
短
波
の
ラ

ヂ
オ
」
か
ら
新
た
な
一
騒
動
が
起
乙
る
。
「
二
つ
の
話
」
の
発
端
は
「
乙
の
地
方
特
殊
の
風
土

病
」
を
な
く
す
た
め
の
「
勤
労
作
業
中
」
の
学
室
二
人
の
質
問
が
「
挺
身
隊
員
の
不
興
を
蒙
っ
た
」

と
乙
ろ
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
京
京
育
ち
の
二
人
が
「
文
化
映
五
」
の
話
を
持
ち
込
ん
だ
か
ら
で

あ
る
。
「
町
村
筒
」
「
因
ノ
烏
」
に
お
け
る
疎
開
者
「
私
」
は
、
乙
れ
ほ
ど
き
わ
立
っ
た
役
割
は

果
た
さ
な
い
代
り
に
、
疎
開
者
で
あ
る
ゆ
え
に
段
村
や
お
の
人
間
関
係
や
限
白
を
ト
ー
タ
ル
に

対
象
化
し
え
て
い
る
存
在
で
あ
る
。

乙
の
時
期
に
お
け
る
特
色
の
第
二
は
、
か
な
り
多
く
の
作
品
が
、
ね
只
者
の
問
題
符
紋
り
込

ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
が
も
っ
と
も
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
は
「
筏
只
者
の
噂
」
で
あ
る
。

乙
の
小
説
で
は
、
口
頭
に
、
つ
ぎ
の
叙
述
が
提
示
さ
れ
る
。

八
乙
の
部
落
で
は
、
出
判
事
嬰
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
一
ニ
十
一
名
の
社
丁
が
役
割
出
さ
れ
、
政

時
一
ま
で
に
臨
死
公
報
の
あ
っ
た
も
の
が
十
二
名
(
そ
の
う
ち
二
名
復
員
)
、
臨
病
死
二
名
、

戦
俗
で
片
輸
に
な
っ
た
も
の
二
名
で
あ
る
。
無
事
に
筏
員
し
た
の
は
十
名
あ
ま
り
で
あ
っ

た。

V

さ
り
げ
な
い
叙
述
だ
が
、
戦
死
、
戦
病
死
、
戦
傷
の
数
字
に
目
を
止
め
た
だ
け
で
も
、
乙
の

小
さ
な
回
会
村
に
戦
争
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
影
を
落
と
し
た
か
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
だ
が
、

作
者
は
そ
れ
を
声
高
に
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
見
「
無
事
に
筏
員
し
た
」
と
見
え

る
者
に
も
、
戦
争
が
ど
の
よ
う
な
打
撃
を
与
え
た
か
を
追
う
形
を
と
っ
て
い
る
。

な
か
で
も
、
も
っ
と
も
深
刻
な
の
は
、
水
車
屋
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
乙
乙
の
箆
は
、
部

落
中
で
「
一
ば
ん
な
が
い
あ
い
だ
戦
地
に
行
っ
て
ゐ
た
」
う
え
「
敗
政
に
な
る
三
年
前
に
戦
死

の
公
認
が
来
」
た
。
「
出
征
平
人
泣
家
族
の
校
時
的
な
婦
人
」
と
い
う
評
判
を
と
っ
た
そ
の
妥

も
、
よ
う
や
く
隣
村
の
「
戦
侶
者
」
を
新
た
な
夫
と
し
て
迎
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
乙
へ
戦
死

し
た
答
の
前
夫
が
帰
っ
て
く
る
。
析
し
い
夫
は
持
物
も
ま
と
め
ず
隣
村
へ
帰
り
、
前
夫
は
「
大

型
に
無
口
」
に
な
り
、
何
一
つ
仕
事
を
し
な
い
人
間
に
な
っ
て
し
ま
う
。

m
明
争
は
め
で
た
く
復

員
し
た
人
聞
に
す
ら
、
外
似
の
み
で
な
く
、
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
心
の
日
手
を
与
え
た
の
で

あ
る
。「

橋
本
屋
」
の
長
男
も
「
戦
死
し
た
と
公
報
で
仰
で
り
れ
村
葬
に
も
さ
れ
」
た
後
に
復
員
し

て
く
る
。
し
か
も
、
そ
の
と
き
に
は
「
阿
漏
な
」
村
の
顔
役
に
妥
を
奇
わ
れ
て
お
り
、
身
の
毘

き
所
な
く
家
出
す
る
。
「
山
峡
風
物
誌
」
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
に
、
戦
場
の
不
幸
に
加
え

た
銑
後
の
不
幸
が
拙
か
れ
て
い
る
。
「
貸
間
あ
り
」
(
昭
二
言
・
八
)
の
ヒ
ロ
イ
ン
ユ
ミ
子
ま

で
、
「
、
遅
ま
き
の
仮
員
者
」
と
し
て
登
場
し
て
く
る
の
を
思
え
ば
、
復
員
者
の
モ
チ
ー
フ
が
作

者
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
深
く
巣
食
っ
て
い
る
か
、
う
か
が
い
知
ら
れ
よ
う
。

「
追
剥
の
話
」
や
「
白
毛
」
の
場
合
の
よ
う
に
復
員
者
の
忍
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
し

か
し
、
多
く
の
羽
合
は
被
告
者
で
あ
る
。
民
村
共
同
体
に
対
す
る
外
か
ら
の
闘
入
者
で
あ
る
点

で
は
疎
開
者
と
笠
な
る
わ
け
だ
が
、
も
と
共
同
休
の
成
員
で
あ
り
な
が
ら
、
い
っ
た
ん
変
化
し

た
秩
序
に
と
っ
て
は
余
計
者
・
厄
介
者
で
あ
る
点
で
、
い
っ
そ
う
深
刻
で
あ
る
。
知
る
べ
き
人

問
が
帰
れ
ぬ
悲
惨
さ
に
、
戦
争
の
非
情
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
開
小
説
・
復
員
現
物
語
と
い
う
片
付
色
は
乙
の
時
期
特
有
の
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
す
べ

て
宇
一
ね
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ぎ
に
は
、
こ
ぼ
れ
た
作
品
も
あ
わ
せ
つ
つ
、
初
点
の
問
題
に

然
点
を
合
わ
せ
て
全
体
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
よ
う
。

件
以
後
を
表
似
す
る
二
つ
の
特
色
か
ら
送
ぎ
か
っ
て
い
る
の
は
、
時
代
物
、
井
伏
の
い
う
「
留

物
小
説
」
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
「
二
つ
の
話
」
は
、
敗
戦
前
夜
を
小
説
の
始
発
と
し
、
政
聞
の
モ
チ
ー
フ
も
合

ん
で
い
た
。
こ
の
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
む
ぎ
出
す
の
は
「
私
」
の
行
動
と
叙
述
だ
か
ら
、

主
人
公
即
「
私
」
の
視
点
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
甲
府
疎
開
の
事
実
と
物
語
作
家
と
い
う

点
で
は
、
き
わ
め
て
作
者
に
近
い
語
り
手
の
設
定
で
あ
る
。
乙
の
「
私
」
は
栄
三
・
弁
三
と
い

う
子
供
と
と
も
に
敗
戦
前
夜
と
も
い
え
る
現
実
か
ら
、
一
日
目
に
は
江
戸
時
代
へ
さ
か
の
ぼ
る
。

乙
こ
に
は
、
戦
災
と
軍
国
主
義
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
た
二
人
の
子
供
の
救
済
の
願
い
が
托
さ
れ

て
い
た
。
新
井
白
石
に
会
っ
て
飛
行
機
の
製
法
を
教
え
る
と
い
う
子
供
た
ち
の
歩
も
、
そ
こ
に

品
川
一
ね
ら
れ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
、
多
は
無
残
に
砕
か
れ
た
ば
か
り
か
、
子
供
た
ち
と
も
は
ぐ
れ
た

「
私
」
は
、
民
民
と
と
も
に
狩
り
出
さ
れ
て
「
殿
様
の
央
方
」
が
「
述
歌
を
つ
く
る
の
に
邪
魔

な
蛙
の
引
を
封
じ
る
た
め
に
」
、
一
晩
中
竹
竿
で
沼
の
水
面
を
打
つ
と
い
う
滑
稽
な
愚
行
を
や

ら
さ
れ
る
政
日
に
な
る
。

惨
伯
た
る
結
末
を
迎
え
た
「
私
」
は
、
二
人
の
子
供
と
と
も
に
今
一
度
桃
山
時
代
へ
の
遡
行

を
試
み
る
。
乙
乙
に
も
、
秀
吉
に
会
っ
て
当
時
の
政
治
を
「
代
議
制
度
に
す
る
や
う
に
す
す
め
」

る
と
い
う
闘
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
首
尾
よ
く
探
裂
の
域
内
に
奉
公
で
き
た
も
の
の
、
大
奥

で
失
態
を
泊
じ
た
「
私
」
は
新
首
を
免
れ
る
唯
一
の
便
法
と
し
て
、
立
も
な
い
女
と
結
婚
す
る

と
い
う
「
無
細
工
」
な
結
果
に
陥
る
。
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こ
う
し
て
「
私
」
が
過
去
に
托
し
た
歩
は
す
ぺ
て
絞
れ
る
。
底
辺
の
民
衆
に
交
っ
た
第
一
の

栢
話
で
も
、
支
配
府
の
中
に
九
討
を
白
い
た
第
二
の
括
話
で
も
、
結
局
「
私
」
は
桔
力
の
支
配
紋

杭
に
翻
弄
さ
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
封
建
休
制
下
の
二
つ
の
過
去
は
、
井
伏
の
仙
の
「
磁
物
」

が
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
軍
国
体
制
の
象
徴
で
あ
り
、
担
論
で
あ
る
。

乙
れ
と
関
わ
っ
て
、
井
伏
は
、
「
怒
川
V
」
(
昭
二
ニ
・
一
二
)
に
お
い
て
、
徴
用
さ
れ
て
赴

い
た
マ
レ

l
で
、
司
令
官
山
下
奉
文
に
比
一
副
な
乙
と
か
ら
叱
立
さ
れ
た
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

叙
し
て
い
る
。

人
山
下
氏
は
池
川
駄
を
踏
み
「
徴
用
只
も
軍
人
だ
。
宣
告
式
を
す
ま
せ
た
上
は
軍
人
だ
。

軍
人
は
円
俗
が
大
事
だ
。
無
何
者
。
の
そ
の
そ
し
て
、
そ
の
態
度
は
何
だ
。
こ
れ
だ
け
云

っ
て
も
、
わ
か
ら
ぬ
か
、
わ
か
っ
た
か
」
と
怒
鳴
っ
た
。
私
は
一
度
に
途
方
に
く
れ
、
た

だ
許
し
て
も
ら
い
た
い
一
心
で
「
は
い
」
と
答
へ
た
。
山
下
氏
は
私
を
腐
る
こ
と
だ
け
は

し
な
か
っ
た
が
、
ち
ゃ
う
ど
上
等
兵
が
新
兵
を
叱
り
と
ば
す
と
き
の
や
う
に
、
一
間
賠
だ
ま

を
ま
る
出
し
に
し
た
形
相
と
静
舌
で
、
な
が
な
が
と
私
を
叱
り
つ
け
た
。
と
き
ど
き
私
は

「
は
い
」
と
答
へ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
自
分
の
な
さ
け
な
い
合
は
私
の
長
男
の
か
一
に
そ
っ
く

り
で
あ
っ
た
。
私
が
長
男
を
叱
り
つ
け
る
と
き
「
は
い
」
と
云
ふ
そ
の
院
で
あ
る
。
さ
う

思
ふ
と
尚
さ
ら
私
は
な
さ
け
な
く
な
っ
た
。

V

乙
の
休
験
は
「
二
つ
の
話
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

八
よ
く
駄
々
っ
子
が
泣
き
咲
く
と
き
の
や
う
に
地
引
駄
を
踏
み
な
が
ら
喚
い
た
。

「
知
山
者
め
。
武
人
は
、
別
儀
が
大
切
だ

o
Z紀
を
丞
ん
ず
る
乙
と
が
、
大
切
だ
。
そ
れ

を
知
ら
ぬ
か
。
:
:
:
〈
中
略
)

私
は
ま
た
怒
鳴
ら
れ
る
の
を
む
成
し
て
「
は
い
」
と
答
へ
た
。
と
こ
ろ
が
「
は
い
」
と
云

う
た
私
の
的
色
が
、
恰
度
、
耕
左
が
私
に
叱
ら
れ
て
「
は
い
」
と
泣
引
で
答
へ
る
日
に
そ

っ
く
り
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
が
情
け
な
か
っ
た
。

V

秀
次
が
「
地
山
駄
を
踏
」
む
よ
う
す
、
そ
の
ム
口
詞
、
す
べ
て
山
下
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
乙
れ

に
つ
い
て
は
、
人
何
百
年
も
前
の
禿
次
が
「
軍
人
は
円
必
が
|
|
」
と
云
つ
て
は
恰
好
が
つ
か

ハ注
1
V

な
い
の
で
「
武
士
は
作
法
が

|
l」
と
い
ふ
や
う
に
毘
へ
て
容
い
た
V
と
い
う
作
者
の
自
注
す

ら
あ
る
。
し
か
も
、
作
者
は
い
わ
ば
腕
曲
に
「
毘
へ
て
普
い
た
」
と
断
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
作
品
の
実
際
で
は
、
「
武
士
」
で
は
な
く
「
武
人
」
と
怠
れ
た
う
え
、
「
政
儀
」
「
寧

紀
」
と
い
う
軍
用
語
が
む
き
出
し
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
自
注
は
作
者
独
得
の
と
ぼ
け
で
、
乙

乙
に
は
将
軍
山
下
へ
の
文
学
に
よ
る
彼
自
が
果
た
さ
れ
て
い
る
。
一
斉
次
は
山
下
の
パ
ロ
デ
ィ
で

あ
り
、
過
去
の
時
代
の
拍
写
は
、
軍
人
社
会
の
調
刺
な
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
作
者
の
休
駁
を
照
会
し
て
は
じ
め
て
そ
の
企
図
が
理
解
で
き
る
と

い
う
の
は
、
作
品
の
自
立
性
が
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
自
在
な
想
像
力
の
阻

伎
が
、
結
果
と
し
て
は
限
前
の
軍
国
主
義
の
現
実
か
ら
辿
去
の
時
代
へ
避
難
し
、
過
去
で
行
き

づ
ま
れ
ば
ふ
た
た
び
現
代
に
逃
げ
灼
る
と
い
う
逃
避
に
帰
結
し
て
い
る
似
き
も
あ
る
。
間
利
が

根
本
的
な
力
を
持
た
ず
、
一
辺
り
の
郎
総
に
終
始
し
て
「
立
話
以
な
」
作
品
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
話
の
い
ず
れ
も
が
中
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
原
因
の

大
本
は
、
混
乱
し
た
以
後
の
羽
突
を
前
に
、
作
者
に
十
全
の
方
向
が
見
え
て
来
ず
、
以
前
の
手

法
を
踏
裂
し
な
が
ら
、
手
さ
ぐ
り
し
て
い
た
事
情
が
か
ら
ま
っ
て
い
よ
う
。

「
花
助
」
(
昭
一
二
・
五

l
六
)
に
お
い
て
、
作
者
は
、
二
つ
の
時
代
に
足
を
か
け
た
視
点
を

笠
恕
し
て
、
江
戸
時
代
に
限
定
し
、
宮
土
川
の
流
刑
地
波
高
島
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
。
全
体
と

し
て
は
、
作
者
が
直
接
に
は
顔
を
出
窓
ず
、
客
観
的
な
叙
述
を
進
め
て
い
く
中
立
的
全
能
視
点

を
基
調
と
し
て
い
る
。
中
に
、
花
助
ほ
か
四
人
の
男
女
の
囚
人
の
内
蒜
話
を
取
り
込
み
つ
つ
、

一
応
作
者

ω叙
述
に
統
一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
不
凶
し
た
岡
山
ひ
っ
き
」

に
始
ま
っ
た
「
生
刻
ー
怯
み
の
令
」
が
幅
を
利
か
す
時
代
に
あ
っ
て
、
民
に
は
苛
酷
に
法
を
押

し
つ
け
、
自
ら
は
平
気
で
そ
れ
を
絞
っ
て
い
く
権
力
の
机
訟
が
恭
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
誌
死

に
Mmす
る
」
と
か
「
御
国
の
震
」
と
い
う
一
一
一
日
い
ま
わ
し
に
も
釘
わ
れ
る
よ
う
に
、
乙
の
設
定
は

明
ら
か
に
戦
時
下
の
日
本
に
丞
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
生
知
憐
み
の
ム
リ
」
は
、
治
安
維
持

法
等
の
忍
法
に
辺
い
、
米
児
に
お
け
る
「
大
奥
控
」
に
よ
る
こ
の
お
の
消
滅
は
、
も
と
も
と
お

回
に
過
さ
な
い
日
本
街
闘
の
州
政
と
お
き
合
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
休
制
に
対
し
て
、
「
下
々
の
も
の
は
至
っ
て
劫
が
鋭
い
」
と
民
衆
の
知
忠
が
称

え
ら
れ
、
役
人
の
「
小
細
工
」
を
無
効
に
す
る
庶
民
同
士

ω思
い
や
り
も
拙
か
れ
て
い
る
。
他

方
で
は
、
し
か
し
、
「
密
訴
」
し
て
他
人
に
非
を
若
せ
る
民
衆
の
分
裂
、
「
殺
生
ζ

と
の
災
行

の
深
さ
」
を
国
自
が
る
と
い
う
民
衆
に
内
在
す
る
非
の
指
抑
も
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
位
助
」
に
お
い
て
は
、
時
代
を
限
定
し
、
空
間
を
特
定
し
た
た
め
に
、

か
え
っ
て
戦
時
下
の
日
本
の
縮
図
を
忠
わ
せ
、
効
呆
を
あ
げ
て
い
る
。

「
虎
松
日
誌
」
(
昭
二
四
・
一
)
も
ま
た
時
代
物
で
あ
る
。
究
政
の
頃
「
四
図
一
心
路
の
旅
に

出
た
」
虎
松
の
日
誌
と
代
官
所
の
記
録
に
拠
り
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
、
「
花
助
」
と
同
じ
く

中
立
的
全
能
視
点
の
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
追
路
に
出
る
乙
と
自
体
が
、
「
不
作
」
と
「
苛
烈

な
年
貢
」
の
取
り
立
て
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
「
喰
ひ
つ
な
ぎ
」
の
た
め
の
お
余
の
一
銭
で
あ
っ

た
が
、
結
果
は
思
わ
し
く
な
く
、
思
わ
ぬ
事
故
の
た
め
に
帰
国
が
返
れ
行
き
倒
れ
に
な
っ
て
し

ま
う
。
し
か
も
、
そ
の
所
持
品
を
郷
里
へ
送
り
回
け
た
と
き
に
は
、
苛
酷
な
制
度
に
よ
っ
て
、

虎
松
は
「
限
外
の
人
間
に
な
っ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。

奥
国
で
の
た
れ
死
に
を
し
た
う
え
郷
里
で
「
院
外
の
人
間
」
に
さ
れ
た
虎
松
に
、
戦
死
者
・
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復
員
者
物
語
と
重
な
る
契
機
を
読
み
取
る
乙
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
読
み
込
み
で
あ
っ
て
、
作
中
に
は
直
接
の
手
が
か
り
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
も
、
「
援
物
」
は
戦
時
の
と
調
刺
し
て
有
効
で
は
あ
っ
て
も
、
戦
後
の
契
棋
は
正

面
か
ら
は
登
お
し
て
来
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
戦
後
の
世
相
を
と
ら
え
て
い
る
。

乙
の
時
期
の
現
代
物
の
机
点
も
、
大
き
く
は
、
中
立
的
初
点
と
「
私
」
の
祝
点
と
の
ニ
系
列

よ
り
成
っ
て
い
る
。

中
立
的
全
能
訓
点
の
作
品
の
う
ち
、
「
追
剥
の
話
」
と
「
復
只
者
の
培
」
は
、
作
中
人
物
の

お
喋
り
を
兆
一
剖
に
し
て
い
る
。
前
者
は
「
旋
殺
到
先
捉
災
緊
急
丘
山
」
に
お
け
る
村
人
た
ち
の

談
話
を
筆
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
役
者
は
、
村
の
一
人
の
後
日
誌
の
お
喋
り
を
並
べ
た
形
に
な
っ

て
い
る
。
三
人
称
に
よ
る
客
知
的
な
叙
述
の
形
態
が
一
回
別
限
な
の
は
「
山
村
大
字
日
ケ
森
」

で
あ
り
、
乙
の
初
点
の
強
味
が
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
の
は
「
貨
問
あ
り
」
で
あ
る
。
「
公
印

あ
り
」
で
は
、
安
ア
パ
ー
ト
に
焦
点
を
す
え
、
そ
こ
に
出
入
り
す
る
多
く
の
人
間
枚
以
を
描
く

こ
と
で
、
戦
後
の
風
俗
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
心
に
な
る
人
物
を
限

定
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
三
作
と
追
っ
て
、
主
張
人
物
は
校
数
で
あ
り
、
祝
点
は
、
そ
れ
ら
の

人
物
の
聞
を
ほ
ぼ
均
等
な
距
臨
を
保
っ
て
行
き
来
す
る
。
し
か
も
、
全
能
視
点
の
叙
述
を
基
本

と
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
、
乙
の
ア
パ
ー
ト
を
出
て
田
舎
に
帰
っ
た
お
千
代
の
手
紙
、
お
千
代
の

自
殺
を
知
ら
せ
る
そ
の
家
人
か
ら
の
手
紙
、
仕
事
で
地
方
へ
出
か
け
た
五
郎
の
手
紙
、
そ
の
五

郎
の
手
記
な
ど
を
絞
り
込
ん
で
、
複
雑
な
椛
成
に
な
っ
て
い
る
。
部
分
的
に
、
主
創
的
な
「
私
」

の
祝
点
を
生
か
し
つ
つ
、
全
体
と
し
て
中
立
的
全
能
祝
点
に
よ
る
客
釘
叙
述
で
統
一
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

中
立
的
全
能
視
点
は
、
公
平
で
客
知
的
な
状
況
把
担
に
す
ぐ
れ
て
い
る
。
事
実
と
し
て
、
こ

れ
ら
の
作
品
で
も
、
戦
後
の
人
同
校
お
と
風
俗
の
悲
符
削
を
余
裕
を
も
っ
て
照
ら
し
出
し
て
い

る
。
と
は
り
え
、
他
方
で
は
、
と
も
す
る
と
傍
知
的
な
傾
向
に
陥
り
や
す
い
。
「
貸
間
あ
り
」

に
お
け
る
一
人
称
視
点
の
織
り
込
み
は
こ
の
弊
に
対
す
る
一
つ
の
対
処
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
で
も
、
な
お
、
作
者
と
作
品
の
問
に
は
大
き
な
距
離
が
あ
り
、
そ
乙
か
ら
風
俗
小
説

へ
の
傾
斜
が
生
じ
て
い
る
京
宍
は
否
定
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
し
、
作
者
は
、
別
に
、
一
人
称
視
点
の
作
品
を
用
芯
し
て
い
る
。
「

私
」
が
状
況
を
見
き
わ
め
詰
る
形
だ
が
、
こ
れ
に
も
、
厳
密
に
言
え
ば
、
目
撃
者
と
し
て
の
祝

点
と
主
人
公
と
し
て
の
視
点
と
の
ニ
知
が
あ
る
。

目
的
牛
者
「
私
」
の
祝
点
を
五
本
と
し
て
い
る
の
は
「
担
筒
」
と
「
杭
本
屋
」
で
あ
る
。

「
紹
筒
」
は
、
問
屋
の
花
岡
の
暴
挙
に
よ
っ
て
、
留
三
郎
お
よ
び
そ
の
迎
辺
の
善
良
な
庶
民

が
痛
め
つ
け
ら
れ
る
話
で
あ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
い
き
さ
つ
の
聞
き
役

で
、
留
三
郎
の
相
談
に
釆
る
乙
と
は
あ
っ
て
も
、
花
岡
と
は
直
接
の
交
渉
を
持
た
な
い
。
「
柄

本
区
」
も
、
戦
後
の
成
上
り
者
で
あ
る
大
瀧
に
い
じ
め
ら
れ
た
政
松
じ
い
さ
ん
が
「
身
銭
を
切

っ
て
」
抵
抗
す
る
話
で
あ
る
。
「
私
」
は
橋
本
屋
の
泊
り
客
に
過
ぎ
ず
、
「
紅
白
」
の
場
合
と

同
様
、
庶
民
を
圧
迫
す
る
者
へ
の
反
感
は
あ
っ
て
も
、
直
接
削
の
中
に
入
っ
て
い
く
乙
と
は
な

い
。
叙
述
も
、
日
間
十
者
初
点
を
基
本
と
し
つ
つ
、
部
分
的
に
全
能
税
点
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
、

容
叫
化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
が
二
作
品
に
共
通
し
て
い
る
。
「
普
門
院
さ
ん
」
(
昭
二
四
・
五
)

も
、
乙
の
系
列
に
入
れ
て
よ
い
。

た
だ
、
客
制
化
と
い
っ
て
も
、
中
立
的
全
能
訓
点
の
作
品
と
只
な
る
の
は
、
「
私
」
の
祝
点

を
と
っ
て
い
る
だ
け
に
、
作
中
人
物
九
の
好
一
尚
一
山

ω感
悩
が
は
っ
き
り
捉
一
不
在
れ
、
ま
た
、
多
少

で
は
あ
っ
て
も
、
被
告
者

ω人
物
と
「
私
」
が
共
感
そ
持
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。

主
人
公
即
「
私
」
の
視
点
に
な
る
と
、
こ
の
傾
向
は
一
日
以
者
に
な
る
。
乙
の
祝
点
で
は
、

「
私
」
は
主
人
公
と
し
て
笠
坊
し
、
作
中
の
ド
ラ
マ
の
反
凶
の
中
で
、
は
っ
き
り
し
た
役
割
を

担
う
か
ら
で
あ
る
。
「
宙
物
」
の
コ
一
つ
の
話
」
も
す
で
に
こ
の
視
点
を
と
っ
て
い
た
が
、
以

後
の
現
代
物
で
は
、
「
引
越
や
つ
れ
」
が
そ
の
皮
切
り
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
下
宿
巡
が
辺
く
、

羽
前
さ
ん
ぎ
ん
下
宿
放
浪
し
た
生
活
を
、
以
後
の
時
点
か
ら
回
恕
し
℃
い
る
。
同
恕
に
よ
ぷ
距

陥
は
あ
る
も

ωの
、
語
り
手

ω
「
私
」
は
、
同
時
に
主
役
の
休
刊
以
者
と
し
一
」
丞
な
っ
て
い
る
。

「
因
ノ
島
」
、
「
山
政
風
物
誌
」
も
、
ま
た
、
主
人
公
即
「
私
」
の
祝
点
を
と
っ
て
い
る
。

前
者
は
烏
に
、
後
者
は
渓
谷
に
、
「
私
」
が
釣
り
に
行
っ
て
出
会
っ
た
出
来
事
が
拙
か
れ
て
い

る。
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と
は
い
え
、
前
者
の
出
米
事
は
聞
や
博
打
の
捕
物
に
「
私
」
が
巻
き
込
ま
れ
る
話
で
あ
り
、

役
者
は
「
ヤ
マ
メ
の
白
山
」
で
あ
る
「
仙
境
」
に
「
生
き
苦
し
い
」
戦
争
の
俗
跡
が
あ
る
事
実

を
「
私
」
が
知
ら
む
れ
て
い
く
形
に
な
っ
て
い
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
民
間
の
主
要
人
物
は
別
に
い

る
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
「
私
」
は
形
式
上
の
主
人
公
に
過
ぎ
ず
、
多
分
に
目

撃
者
の
性
格
ぞ
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
白
毛
」
に
至
る
と
事
情
は
一
変
す
る
。
こ
れ
が
、
主
人
公
印
「
私
」
の
祝
点

に
立
っ
て
い
る
乙
と
は
念
を
押
す
ま
で
も
な
い
が
、
こ
乙
で
の
「
私
」
は
、
も
は
や
完
全
に
日

取
者
の
位
白
を
降
り
、
鍔
ム
口
を
担
う
人
物
と
し
て
、
戦
後
の
「
典
型
的
な
暴
力
」
を
只
現
し
て

い
る
二
人
の
昔
年
と
対
決
せ
ざ
る
を
得
な
い
政
目
に
追
い
込
ま
れ
る
。
し
か
も
、
そ
乙
で
「
私
」

は
否
応
な
く
、
乙
の
「
暴
力
」
の
唯
一
の
被
害
者
と
な
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
三
人
称
の
中
立
的
祝
点
の
拐
合
は
も
と
よ
り
「
私
」
の
祝
点
を
と
っ
た
場
合



す
ら
、
「
私
」
は
目
撃
者
の
妥
索
を
得
び
て
い
た
。
「
私
」
は
劇
の
主
要
人
物
で
な
く
、
直
接

の
加
害
者
で
も
被
害
者
で
も
な
か
っ
た
。
被
害
者
と
し
て
の
庶
民
へ
の
同
情
は
あ
っ
て
も
、

「
私
」
と
の
悶
に
一
定
の
距
離
が
保
た
れ
て
い
た
。
そ
乙
に
、
た
と
え
ば
太
宰
文
学
と
は
違
う

弁
伏
文
学
の
客
観
位
が
あ
り
、
井
伏
特
有
の
余
裕
も
笑
い
も
そ
こ
か
ら
生
じ
て
い
た
。
代
り

に
、
・
太
宰
の
持
つ
痛
切
さ
・
哀
切
さ
に
ほ
速
い
傍
観
的
傾
向
が
あ
っ
た
と
と
も
杏
め
な
い
。

だ
が
、
「
・
臼
毛
」
の
「
私
」
に
は
、
傍
観
的
な
余
地
は
全
く
な
い
。
「
軍
服
ズ
ボ
ン
の
古
手
」

に
「
氷
色
の
垂
ら
し
ワ
イ
シ
ャ
ツ
」
と
い
う
、
戦
中
・
戦
後
を
野
合
さ
せ
た
よ
う
な
ス
タ
イ
ル

の
二
人
の
青
年
に
よ
っ
て
「
私
の
心
づ
く
し
は
散
々
に
踏
み
に
じ
ら
れ
」
、
「
羽
が
ひ
じ
め
」

に
さ
れ
た
う
え
、
「
暴
力
」
で
白
毛
を
抜
か
れ
る
。
「
私
」
は
否
応
な
く
、
決
定
的
な
被
害
者

に
な
っ
た
の
で
あ
る
つ

乙
の
作
品
に
お
い
て
、
「
私
」
の
憤
沼
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
、
そ
れ
も
絞
り
返
し
叙
述
さ
れ
て

い
る
の
も
注
白
に
値
す
る

人
し
か
し
渓
流
の
釣
を
忍
ひ
な
が
ら
、
私
は
よ
く
不
快
な
記
憶
に
腹
立
た
し
く
な
っ
て
来

る
乙
と
が
あ
る
。
何
と
も
い
へ
な
い
不
快
な
記
憶
で
あ
る
。

V

A

そ
の
顔
つ
き
が
何
の
感
興
も
な
さ
そ
う
に
見
え
、
反
っ
て
私
は
憎
ら
し
く
思
っ
た
。

v

〈
乙
の
事
件
は
、
い
つ
思
ひ
出
し
て
も
不
快
で
あ
る
。
(
中
略
)
谷
川
を
見
る
の
も
い
や

だ
と
い
ふ
対
持
と
、
谷
川
の
音
を
き
く
の
も
い
や
だ
と
い
ふ
勾
持
で
、
私
は
大
陸
の
設
定

よ
り
も
一
箇
月
ば
か
り
早
く
東
京
に
出
た
。

V

八
そ
の
問
(
疎
開
生
活
の
期
間
H
筆
者
注
)
に
私
的
な
乙
と
で
一
ば
ん
不
愉
快
で
あ
っ
た

の
は
、
自
分
の
白
毛
を
抜
か
れ
た
こ
の
出
来
事
で
あ
る
。

V

人
思
ひ
出
す
た
び
に
肢
が
立
つ
。

v

人
無
益
知
的
む
の
手
癖
で
あ
る
と
は
い
へ
、
こ
の
手
癖
を
私
に
桓
ゑ
つ
け
た
青
年
が
忠
ひ
浮

か
ん
で
来
る
の
で
い
ま
い
ま
し
い

V

ほ
か
に
も
、
「
こ
い
つ
も
冷
酷
強
慾
な
男
に
ち
が
ひ
な
い
」
「
口
惜
し
く
て
な
ら
な
い
が
」

と
い
っ
た
憤
り
の
吐
露
が
あ
る
。

乙
の
作
品
に
お
け
る
語
り
手
の
「
私
」
の
す
ぺ
て
を
作
者
井
伏
に
結
び
つ
け
る
の
は
早
計
で

あ
ろ
う
。
結
び
で
、
「
つ
い
手
の
指
を
頭
の
毛
に
悶
っ
て
髭
の
毛
を
引
き
抜
く
」
「
私
」
の
「

手
癖
」
を
叙
述
す
る
作
者
は
明
ら
か
に
「
私
」
に
笑
い
の
目
を
向
け
て
い
る
。
「
私
」
自
身
す

ら
、
「
誰
に
訴
九
て
も
一
笑
に
附
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
出
来
事
で
あ
る
」
乙
の
体
験
の
一
回

の
滑
稽
さ
を
認
め
て
も
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疎
開
先
と
そ
の
期
間
な
ど
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
私
」
の
体
験

は
、
ほ
ぼ
作
者
の
そ
れ
に
合
致
し
て
い
る
。
「
平
和
ら
し
い
山
村
風
景
」
を
乱
す
者
へ
の
怒
り

に
も
、
「
私
」
と
作
者
の
問
に
大
き
な
蕗
差
は
な
い
。
そ
の
怒
り
の
強
さ
は
、
何
よ
り
も
叙
述

の
真
率
さ
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

「
白
毛
」
に
お
け
る
感
情
の
吐
露
は
、
し
か
し
、
突
発
的
な
も
の
で
は
な
い
。
表
面
的
に
は

客
観
的
な
越
を
見
せ
て
い
た
戦
後
の
他
の
作
品
に
お
い
て
も
、
よ
く
吟
味
す
れ
ば
そ
の
奥
底
に

流
れ
て
い
た
要
索
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
紹
筒
」
に
お
い
て
は
、
「
私
」
に
托
し
て
、

特
高
上
り
の
問
屋
に
対
す
る
「
何
と
も
云
へ
な
い
不
快
な
気
持
」
が
拙
か
れ
、
「
栃
木
屋
」
に

お
い
て
も
、
同
程
の
人
間
に
対
し
て
「
立
に
横
暴
だ
」
と
い
う
怒
り
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
戦

争
使
采
者
が
さ
ら
に
戦
後
に
成
り
上
が
っ
て
い
く
乙
と
へ
の
悩
り
は
、
「
追
剥
の
話
」
「
引
越

や
つ
れ
」
「
貸
間
あ
り
」
に
も
、
笑
い
の
ベ

l
ル
を
放
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
。
「
白
毛
」
に

お
け
る
感
情
の
燥
発
は
、
こ
う
い
う
傾
向
の
一
つ
の
結
節
点
で
あ
り
、
乙
れ
以
降
の
作
品
の
導

火
線
に
も
な
っ
て
い
る
。
「
白
毛
」
に
引
き
続
く
「
満
身
捷
的
」
(
昭
二
四
・
一

O
)
「
爺
さ

ん
婆
さ
ん
」
(
同
)
に
お
い
て
は
、
主
人
公
叩
「
私
」
の
観
点
が
実
質
的
に
貫
か
れ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
作
中
人
物
に
対
す
る
「
私
」
の
隊
怒
感
が
は
っ
き
り
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
、
戦
後
の
井
伏
文
学
に
お
い
て
は
、
三
人
称
中
立
視
点
ー
一
人
称
「
私
」
の
視

点
を
取
り
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
全
体
と
し
て
は
一
つ
の
勤
き
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は

中
立
祝
点
の
作
品
で
は
語
り
や
手
紙
に
よ
る
一
人
称
の
主
観
の
抑
入
が
漸
時
多
く
な
り
、
「
私
」

の
視
点
に
お
い
て
も
、
「
私
」
の
立
場
の
強
調
と
主
却
の
吐
路
が
次
第
に
強
く
な
っ
て
い
く
傾

向
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
、
井
伏
に
お
け
る
情
念
の
復
活
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
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以
上
の
分
析
を
、
井
伏
文
学
の
全
体
的
な
流
れ
の
中
で
位
置
づ
け
て
み
よ
う
。

多
く
の
井
伏
間
二
論
が
共
通
し
て
指
摘
す
る
こ
と
の
一
つ
は
、
井
伏
の
姿
勢
が
、
戦
前
・
戦

中
・
戦
後
を
遇
し
て
変
ら
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
、
た
と
え
ば
、
井
伏
の
世
界

は
「
山
淑
焦
」
で
確
立
し
、
校
一
1
以
降
一
貫
し
た
姿
勢
に
よ
っ
て
、
無
言
の
抵
抗
を
示
し
て
き

た
と
い
う
立
論
す
ら
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
山
級
点
」
の
岩
屋
を
す
ぐ
さ
ま
戦
争
批
判
に
結

び
つ
け
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
井
伏
は
、
以
時
中
、
ほ
ん
と
う
に
少
し
も
変
っ
て
い
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

本
一
机
の
飽
図
を
踏
み
越
え
る
乙
と
に
な
る
が
、
視
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
吟
味

し
て
み
た
い
。

井
伏
の
出
発
期
に
お
い
て
は
、
視
点
人
物
は
、
総
じ
て
一
介
の
庶
民
で
あ
り
、
拾
か
れ
る
対

象
も
庶
民
の
世
界
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
庶
民
と
は
、
乙
の
場
合
、
支
配
さ
れ
る
人
間
で
あ
り
、



自
然
、
そ
れ
以
上
に
松
力
に
よ
っ
て
被
害
者
と
な
る
人
々
で
あ
る
。
「
朽
助
の
ゐ
る
谷
間
」
(

昭
四
・
一
ニ
〉
の
朽
助
、
「
炭
錨
地
帯
病
院
」
(
昭
四
・
七
〉
の
少
女
、
「
生
き
た
い
と
い
ふ
」

(
昭
五
・
四
)
の
労
仰
者
と
そ
の
妥
な
ど
が
、
そ
の
代
表
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
虐
待
さ
れ
る
庶

民
の
悲
削
で
な
い
も
の
は
な
い
。
乙
の
悲
削
を
見
つ
め
る
祝
点
人
物
と
し
て
、
多
く
の
拐
合
、

訂
り
手
の
「
私
」
が
登
場
す
る
。
乙
の
「
私
」
は
、
た
い
て
い
物
詩
き
で
あ
る
点
で
作
者
の
瓜

貌
に
通
う
と
と
も
に
、
そ
の
貧
窮
の
状
況
と
叙
述

ω心
的
に
お
い
て
、
基
本
的
に
庶
民
に
同
じ

立
場
に
立
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
戦
時
に
近
づ
く
に
迫
れ
て
、
視
点
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
皮
切
り

は
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
(
昭
五
・
五

i
一
三
・
四
)
で
あ
る
。
乙
の
作
品
の
語
り
手
「
私
」
は

平
家
の
武
将
で
あ
り
、
支
配
す
る
仰
に
立
つ
。

も
と
よ
り
、
乙
の
若
い
主
人
公
は
、
は
じ
め
「
私
は
兵
変
と
い
ふ
も
の
を
脱
思
す
る
」
と
言

い
切
り
、
家
来
を
自
分
の
身
代
り
と
し
て
犠
牲
に
し
な
が
ら
「
平
家
一
門
の
た
め
」
と
い
う
廷

前
に
す
り
か
え
る
父
に
対
し
「
私
は
か
う
い
ふ
誤
訟
を
伯
む
」
と
別
総
な
批
判
を
加
え
ね
て
い

る
。
ま
た
、
「
土
民
」
の
一
少
女
と
恋
変
を
し
、
そ
れ
を
「
今
は
私
は
私
述
の
階
級
以
外
の
人

か
ら
厚
訟
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
す
る
と
乙
ろ
に
、
庶
民
と
の
一
体
化
の
悶
望
が
諮
ら
れ

て
い
る
o

前
者
の
例
に
、
当
時
台
頭
し
て
き
た
国
家
主
義
に
対
す
る
批
判
を
読
む
こ
と
も
、
後

者
の
例

κ、
そ
の
対
抗
勢
力
と
し
て
の
左
翼
運
動
と
の
接
点
を
確
か
め
る
乙
と
も
誤
り
で
は
あ

マ
匂
L

ま
い
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
軍
勢
は
、
無
事
の
「
土
民
」
た
ち
を
痛
め
つ
け
、
そ
の
家
屋

を
焼
き
払
う
。
し
か
も
、
「
私
」
自
ら
が
、
軍
兵
を
前
に
し
て
、
「
正
義
の
い
く
さ
に
出
る
は

こ
の
と
き
で
あ
る
。
わ
れ
ら
の
敵
は
、
長
く
も
一
天
誌
潟
の
君
を
波
路
は
る
か
に
筑
紫
に
流
し

奉
っ
た
。
」
「
わ
れ
ら
は
こ
れ
よ
り
錦
の
御
抗
を
す
す
め
て
行
か
う
。
村
か
け
て
、
わ
れ
ら
は

鈎
の
仰
伐
を
奉
じ
て
ゐ
る
。
」
と
い
っ
た
「
訓
辞
」
を
す
る
に
至
る
。

突
の
と
乙
ろ
、
「
私
」
は
、
肢
は
源
平
の
「
私
悶
」
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
民
衆
に
災

厄
を
も
た
ら
す
他
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
知
り
抜
い
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
、
敢
え
て
こ

の
よ
う
な
虚
偽
の
ア
ジ
テ
l
シ
ョ
ン
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
乙
の
と
き
の
作
者
が
、

全
面
的
に
語
り
手
「
私
」
に
一
体
化
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
乙
乙
に
伎
わ
れ
て
い
る
用
語

や
発
想
が
あ
ま
り
に
も
戦
前
・
戦
中
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、
か
え
っ
て
、
背

後
に
時
勢
に
対
す
る
作
者
の
隠
さ
れ
た
榔
捻
が
潜
在
し
て
い
る
と
思
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
嘘
と
知
り
つ
っ
こ
の
こ
と
ば
を
拐
言
す
る
「
私
」
は
最
初
の
父

の
虚
伯
の
立
場
と
宝
な
っ
て
き
て
、
も
は
や
そ
れ
を
批
判
す
る
資
格
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
ほ

か
は
な
い
。

ハ
3
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作
者
は
乙
の
作
品
に
つ
い
て
「
戦
乱
で
急
激
に
大
人
び
て
ゆ
く
主
人
公
の
姿
を
出
す
計
図
」

を
た
て
、
そ
の
た
め
に
数
年
お
き
に
書
き
継
い
で
い
く
と
い
う
特
異
な
手
法
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
成
長
」
と
は
、
究
極
に
お
い
て
、
純
粋
な
批
判
者
か
ら
、
虚
偽
と
知
り
つ
つ
そ
の
役

割
を
引
き
受
け
る
立
場
へ
の
悲
し
い
成
熟
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
「

円

4
M

長
兄
(
家
長
〉
の
文
学
」
と
し
て
の
森
鴎
外
に
対
し
、
井
伏
を
「
次
男
坊

ω文
学
」
と
す
る
見

か
た
が
あ
る
が
、
乙
乙
で
は
、
作
者
自
身
が
現
宍
に
対
し
て
一
定
の
役
割
と
責
任
を
荷
う
長
男

の
立
場
~
次
第
に
接
近
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
変
貌
は
、
語
り
手
「
私
」
の
矛
盾
と
悲
忍
削

か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
て
い
た
と
は
-
一
一
口
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

も
と
よ
り
、
乙
の
作
品
は
コ
問
中
記
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
盛
行
し
て
い
た
武
雄

談
・
戦
立
回
目
拐
の
文
学
と
は
、
は
っ
き
り
異
質
で
あ
る
乙
と
を
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
、
「
民
衆
と
い
ふ
も

ω
が
一
ば
ん
よ
く
世

ω動
き
ぞ
感
じ
る
」
と
い
う
基
本
的

な
民
衆
信
頼
も
見
逃
せ
な
い
妥
お
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
民
衆
に
対
し
て
加
害
者
と
な
る
「
私
」

は
、
同
時
に
源
氏
に
圧
倒
さ
れ
る
被
害
者
で
あ
り
、
や
が
て
滅
亡
し
て
い
く
宿
命

ω笠
さ
を
か

か
え
て
い
る
。
こ

ω二
主
性
、
根
本
的
な
悲
削
性
が
、
乙

ω作
品

ωリ
リ
シ
ズ
ム
そ
支
え
て
い

る。
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と
こ
ろ
が
、
「
多
甚
古
村
」
(
昭
一
四
・
一

l
七
)
に
な
る
と
、
乙
の
悲
間
出
が
薄
れ
て
く

る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
り
主
人
公
は
駐
在
巡
歪
で
あ
る
。
末
端
と
は
い
え
支
配

ρ
側

ω下
部
機

株
に
す
わ
る
人
聞
を
視
点
人
物
と
し
た
と
き
、
こ
の
作
品

ω忍
調
式
日
が
こ
れ
ま
で
と
は
変
化
し

て
い
る
事
実
は
否
定
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
こ
の
巡
査
り
日
記
に
は
、
「
乙

ω非
常
時
に
ガ
ソ
リ
ン
を
活
用
し
、
無
卒
の
同

胞
や
む
官
を
打
関
し
た
界
は
決
し
て
軽
く
な
い
の
で
あ
る
。
」
「
私
は
彼
を
本
者
に
連
行
し
よ

う
か
と
忠
っ
た
が
、
国
家
非
常
時
の
際
に
小
さ
な
お
に
乙
だ
は
る
と
却
っ
て
民
心
を
妥
紛
さ
す

も
の
と
考
~
て
、
私

ω事
務
所
九
一
辿
れ
て
米
た
。
」
と
い
っ
た
文
一
一
一
口
が
よ
く
見
交
け
ら
れ
る
。

「
国
家
非
常
時
」
を
は
じ
め
と
す
る
戦
時
体
制

ω
用
語
が
、
巡
査

ω拾
位
を
支
え
る
も
の
と
し

て
ス
ト
レ
ー
ト
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

ハ

su

も
と
よ
り
、
乙
こ
か
ら
、
た
だ
ち
に
、
巡
査
す
な
わ
ち
作
者
だ
と
す
る
杉
浦
氏
平
氏
の
一
批
判

は
い
さ
さ
か
単
純
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
乙
れ
は
一
程
の
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
、
作
者
の
ア
リ

バ
イ
づ
く
り
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
だ
。

と
は
い
え
、
そ
れ
を
認
め
て
も
、
な
お
そ
の
先
に
問
題
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
「
一
月
九
日
」

に
お
け
る
百
姓
と
運
搬
入
と

ω
「
妙
な
附
一
略
」
の
処
置
が
そ
う
で
あ
る
。
客
観
的
に
見
れ
ば

百
姓
に
も
言
い
分
が
あ
る
よ
う
に
、
注
搬
入
の
主
張
に
も
担
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
片
芯

地
同
士

ω眠
時
」
と
判
断
し
て
い
る
「
私
」
は
、
そ
の
事
情
を
察
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
な
が



ら
、
百
姓
の
肩
を
持
っ
て
一
方
的
に
速
搬
入
を
責
め
て
い
く
。
運
搬
入
の
言
い
分
に
耳
を
傾
け

な
か
っ
た
乙
と
の
み
が
不
当
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
措
置
に
、
「
片
翰
」
と
い
う
偏
見
が
し
の

び
込
ん
で
い
る
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
親
方
の
弁
明
を
閲
い
て
運
搬
入
を
「
何
ぢ
ゃ
あ
、
気

遣
ひ
紐
か
」
と
片
付
け
る
反
応
に
も
、
差
別
意
識
が
如
実
に
露
出
し
て
き
て
い
る
。
「
多
甚
吉

村
椅
造
」
に
お
け
る
自
転
車
泥
棒

ω
「
鮮
人
」
に
対
す
る
目
も
全
く
同
様

ω箆
祝
感
覚
に
貫
か

れ
て
い
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
場
面
で
は
、
こ
れ
を
叙
述
す
る
作
者
に
、
乙

ω巡
査

ω視
点
を
越
え
る

配
慮
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
に
は
、
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
、
抑
圧
さ
れ
た
人

間

ω痛
み
を
感
得
す
る
文
体
は
、
ほ
と
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
-
言
に
し
て
い
え
ば
、
支
配

ω視
点
で
あ
る
o

巡
査

ω視
点
で
叙
述
を
進
め
て
い

く
う
ち
、
作
者
自
身
も
、
わ
れ
知
ら
ず
そ
乙
に
乗
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
駐

在
巡
査
と
い
う
位
置
が
端
的
に
物
語
る
よ
う
に
、
視
点
は
、
決
し
て
支
配
の
頂
点
に
あ
る
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時

ω庶
民
一
般
に
も
共
通
し
た
こ
と
だ
が
、
結
果
的
に
は
国
家
芯
識

・
体
制
感
覚
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
「
作
者
の
手
つ
き
は
恐
し

会
的
と
評
さ
れ
た
「
花
の
街
」
で
す
ら
、
「
日
一
那
」
の
視
点
の
持
つ
襲
さ
が
十
全
に
払

拭
さ
れ
て
い
る
と
は
一
吉
い
難
い
の
で
あ
る
。

以
上

ω
よ
う
に
、
戦
争
の
進
展
と
と
も
に
、
井
伏
文
学
に
お
い
て
は
、
多
少
の
例
外
は
あ
る

に
せ
よ
、
全
体
的
傾
向
と
し
て
、
被
支
配
者
・
庶
民

ω祝
点
か
ら
、
次
第
に
支
配
者
・
「
旦
那
」

の
視
点
へ
重
点
が
移
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

井
伏
の
戦
後

ω出
発
は
、
い
っ
た
ん
支
配

ω側
に
移
っ
た
祝
点
か
ら
、
い
か
に
し
て
被
支
配

の
視
点
を
回
復
す
る
か
の
検
索
に
始
っ
た
。
「
二
つ
の
話
」
が
、
庶
民
の
側
と
支
配
者
の
側
か

ら

ω
二
つ
の
観
点
か
ら
の
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る

ωも
、
乙
の
点
で
う
な
ず
け
る
。

た
だ
乙
の
作
品
は
十
分
の
力
を
発
揮
し
て
い
な
い
。
武
士
社
会
の
支
配
体
制
に
戦
時
中
の
権

力
の
構
造
を
二
重
写
し
に
し
て
郷
捻
し
て
は
い
る
も

ωの
、
戦
時
の
権
力
そ
の
も

ωが
崩
壊
し

た
時
点
で
は
、
都
総
自
体
が
緊
張
を
持
た
な
い
こ
と
も
そ
の
一
因
だ
ろ
う
が
、
視
点
の
問
題
と

し
て
い
え
ば
、
支
配
と
被
支
配
、
戦
中
と
過
去
と
い
う
二
つ
の
視
点
が
併
存
し
て
い
る
だ
け
と

い
う
弱
点
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
乙
の
時
点
で
一
応
の
成
功
を
納
め
る
の
は
「
佑
助
」
で
あ
る
。
乙
れ
は
、
戦
中
の

権
力
と
江
戸
期
の
そ
れ
と
を
う
ち
重
ね
つ
つ
、
そ
の
消
滅
と
い
う
形
で
、
敗
戦

ω契
機
を
取
り

入
れ
て
い
る
乙
と
に
一
つ
の
由
因
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
乙

ω作
品
が
庶
民
の
側
に
立
ち
帰
り

被
支
配
者
の
視
点
で
統
-
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
も
一
一
回

ω根
拠
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
「
花
助
」
の
系
列
の
作
品
は
、
戦
時
の
戯
画
を
主
流
と
し
、
た
と
え
敗
域
の
契

機
ま
で
は
合
み
込
め
た
と
し
て
も
、
戦
後
社
会
の
様
相
を
全
面
的
に
描
き
出
す
の
に
は
不
十
分

で
あ
っ
た
。
乙
乙
か
ら
、
直
接
に
戦
後
に
取
材
し
た
現
代
物
が
数
多
く
舎
か
れ
る
乙
と
に
な
る

の
は
当
燃
で
あ
っ
た
。
乙
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ふ
た
た
び
被
支
配
者
・
被
害
者
の
側
の
視
点

に
立
っ
て
い
る
事
実
は
注
目
に
値
す
る
。
乙

ω祝
点
に
よ
っ
て
、
都
市
型
イ
ン
テ
リ
な
ら
ぬ
庶

民
の
戦
後
の
様
相
が
確
実
に
定
者
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
被
支
配
者
内
部
の
話
も
、
庶
民
の
側

ωみ
に
安
住
し
、
そ
れ
が
根
本
的
な
否
定
者

・
抑
圧
者
を
持
た
ぬ
と
き
に
は
、
単
純
な
菩
劇
に
化
し
、
し
ま
り
の
な
い
風
俗
描
写
に
堕
す
傾

向
が
あ
る
。
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
「
留
物
」
で
は
権
力

ω格
治
を
鋭
く
と
ら
え
る
代
り
に
戦

後
社
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
把
握
に
乏
し
く
、
逆
に
現
代
物
に
お
い
て
は
、
身
返
な
「
検
暴
」
者

を
抽
出
し
て
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
権
力
と
支
配
構
造

ω別
扶
に
は
な
り
え
な
い
ジ
レ
ン
マ
に

あ
っ
た
。
乙
れ
は
ま
た
、
総
じ
て
、
戦
争
と
そ
れ
を
推
進
し
た
支
配
体
制
を
徹
底
的
に
批
判
し

た
戦
後
文
学
が
、
近
隣
に
い
る
H

近
く
の
敵
uw

を
描
き
出
せ
な
か
っ
た
乙
と
と
裏
腹
の
関
係
に

あ
る
。ふ

た
た
び
本
稿

ω枠
組
か
ら
踏
み
出
す
乙
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
乙
の
ジ
レ
ン
マ
を
乗
り
越

え
た
と
こ
ろ
に
「
遥
拝
隊
長
」
(
昭
二
五
・
二
)
が
登
場
し
て
く
る
と
い
え
よ
う
。
乙
れ
は
、

庶
民
の
立
坊
を
基
本
に
す
え
つ
つ
も
、
支
配
と
被
支
配
、
加
害
と
被
害
を
錯
定
さ
せ
る
室
岡
搭

造
を
持
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
主
人
公
岡
崎
悠
一
は
、
加
害
者
で
あ
る
と
と
も
に
最
大
の
犠

牲
者
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
一
身
に
兼
ね
備
え
た
人
物
で
あ
る
。
戦
中
の
傷

ω
後
遺
症
に
よ

る
発
作
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
、
戦
中
・
戦
後
と
い
う
時
間
の
二
重
性
も
保
持
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
作
品
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
井
伏
は
、
戦
中
・
戦
後
を
貫
き
、
支
配
層
と
被
支
配
層
を

統
一
的
に
把
握
す
る
視
点
を
十
全
な
形
で
獲
得
し
た
。
ち
な
み
に
い
え
ば
「
黒
い
雨
」
ハ
昭
四

0
・
一
|
四
一
・
九
)
も
、
ま
た
乙
の
延
長
一
線
上
に
誕
生
す
る
の
で
あ
れ
ω
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井
伏
が
「
叫
ぼ
う
と
は
し
な
い
」
作
家
ど
い
わ
れ
る
の
も
、
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
は
当
っ
て

い
な
い
。

内

9
v

初
期
の
井
伏
は
、
も
と
も
と
「
く
っ
た
く
」
を
器
調
と
し
て
い
る
。
戦
中
の
井
伏
が
「
せ
め

て
く
っ
た
く
の
な
い
や
う
に
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
の
は
、
む
し
ろ
時
代
の
大
き
な
な
不
幸
を

痛
感
す
る
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
戦
後
に
お
い
て
も
、
「
屈
託
」
や
怒
り
の
情
念
が
一
貫
し
て
伏
流

し
て
い
る
事
実
は
、
す
で
に
確
認
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

確
か
に
、
井
伏
の
客
観
志
向
は
強
固
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
、
自
己
絶
対
に
酔
う
文
学
寄
年



の
後
身
に
す
ぎ
な
い
多
く
の
近
代
作
家
の
中
に
あ
っ
て
、
珍
し
く
相
対
主
義
を
貫
い
て
い
る
作

家
で
も
あ
る
。
彼
の
作
品
が
一
人
称
の
視
点
を
と
っ
た
と
き
す
ら
、
多
く
の
場
合
「
私
」
は
主

人
公
と
い
う
よ
り
目
撃
者
の
性
格
を
帯
び
、
さ
ら
に
乙
れ
に
対
す
る
批
判
的
な
位
置
づ
け
が
諒

さ
れ
て
い
る
の
も
、
端
的
な
そ
の
証
左
で
あ
る
。
乙
乙
か
ら
、
井
伏
は
、
文
学
外
の
生
活
者
・

庶
民
の
真
実
を
汲
み
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
そ
の
客
観
志
向
は
、
と
も
す
る
と
現
状
埋
没
、
人
間
と
社
会
の
風
俗
的
把
握
に

流
れ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
ま
た
、
そ
の
相
対
主
義
は
青
臭
い
イ
ン
テ
リ
の
主
情
的
願

望
を
笑
い
と
ば
し
た
代
り
に
、
農
村
集
落
型
の
秩
序
を
そ
の
ま
ま
容
認
す
る
陥
努
に
陥
る
傾
向

を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
危
険
性
・
陥
努
に
絶
え
ず
歯
止
め
を
か
け
た
の
は
、
語
り
手
の
憤
り
と
そ
の
背

後
に
流
れ
て
い
る
作
者

ω情
念
で
あ
る
。
傍
観
的
冷
静
さ
、
諦
観
に
徹
し
て
い
る
か
に
見
え
る

井
伏
の
文
学
に
は
、
そ
の
実
、
叫
ば
ず
に
は
お
れ
な
い
感
情
表
出
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
意

外
に
多
い
。
し
か
も
、
緊
張
を
保
っ
た
す
ぐ
れ
た
作
品
に
乙
の
契
機
が
強
い
。
「
白
毛
」
な
ど

戦
後

ω小
説
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
「
さ
ざ
な
み
軍
記
」
「
遥
拝
隊
長
」
「
黒
い

雨
」
な
ど
、
い
ず
れ
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
た
と
え
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
衣
が
被
せ
ら
れ
て

い
る
と
し
て
も
、
井
伏
文
学
の
義
底
に
は
、
批
判
者
と
し
て
の
感
情
と
苦
悩
が
貫
流
し
て
い
る
。

井
伏
の
農
村
集
落
型
の
小
説
が
日
本
全
体
の
問
題
と
交
錯
し
、
庶
民
の
悲
喜
劇
が
知
識
人
的

苦
悩
と
対
決
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
作
品
が
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

全
体
を
ほ
ん
と
う
に
宿
し
う
る
の
は
、
一
個
人
の
小
さ
な
情
念
の
燃
焼
以
外
に
は
な
い
の
で
あ

'
G

。

注

(
1
)

「
悪
夢
」

(
2
)
大
越
嘉
七
『
井
伏
鱒
二
の
文
学
』
(
昭
五
五
・
九
、
法
政
大
学
出
版
局
)

(
3
)

『
新
日
本
文
学
全
集
第
十
巻
・
弁
伏
鱒
二
集
』
解
説
(
昭
一
七
・
九
、
改
造
社
)

(
4
)
湧
回
佑
『
私
注
井
伏
鱒
二
』
(
昭
五
六
・
て
明
治
書
院
)

(
5
)

「
乙
の
作
品
で
は
、
正
に
人
情
巡
査
の
眼
を
と
お
し
て
映
っ
た
ま
ま
に
、
愛
国
美
談
の

変
種
、
新
聞
の
雑
穀
記
事
の
克
録
以
上
に
は
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
〈
「
庶
民
文
学
の

系
譜
|
i井
伏
鱒
ニ
に
つ
い
て
」
日
「
午
前
」
昭
二
四
・
ニ
)

(
6
)
寺
田
透
「
井
伏
悶
二
論
」
(
「
批
評
」
昭
二
一
一
了
三
〉

(
7
〉
「
遥
拝
隊
長
」
論
お
よ
び
そ
乙
か
ら
「
黒
い
雨
」
へ
の
展
開
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

『
遥
拝
隊
長
』
の
構
造
と
位
置
」
(
「
近
代
文
学
試
論
」
昭
四
七
・
九
)

(
8
)
湧
田
佑
、
前
掲
書
。

(
9
)
乙
の
点
に
つ
い
て
は
「
井
伏
鱒
ニ
の
〈
憂
膨
V
(
『
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
井
伏
鱒

ニ
』
昭
五
六
・
八
、
尚
学
図
書
)
参
照
。

-106-

ー「




