
「思

活」

日命

木目
パ主、

実

生

と
林

の

北

秀

雄

敗

吉
田
照
生
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
こ

brが
、
文
壇
に
登
場
し
て
間
も
な

い
頃
の
小
林
秀
雄
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
の
文
学
者
達
だ
け
で
な
く
、
芸
術
派
の

文
学
者
達
も
、
「
古
い
」
批
評
家
と
見
倣
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
興
味
深
い
。

こ
の
よ
う
に
、
小
林
秀
雄
が
「
古
い
」
批
評
家
と
見
倣
さ
れ
る
理
由
の
一
端
は
、

恐
ら
く
、
「
様
々
な
る
意
匠
」
(
昭
4
・
9
)
以
後
、
「
文
芸
春
秋
」
に
連
載
さ
れ

た
文
芸
時
評
の
中
で
、
滝
井
孝
作
や
牧
野
信
一
な
ど
の
、
時
流
の
外
に
あ
る
作
家

達
を
認
め
て
い
く
と
い
っ
た
、
小
林
の
批
評
姿
勢
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
い

な
い
。
ま
た
、
後
に
文
脈
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
一
行
だ
け
が
浮
遊
し
人
口
に
贈
究

し
た
、
「
批
評
す
る
と
は
自
己
を
語
る
事
で
あ
る
、
他
人
の
作
品
を
ダ
シ
に
使
つ

て
自
己
を
語
る
事
で
あ
る
。
」
(
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
E
」
昭
5
・
5
)
の
よ
う
な

語
句
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
小
林
の
思
索
の
跡
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
白

樺
派
」
的
聡
明
さ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
だ
ろ
う
。

現
在
、
近
代
批
評
の
確
立
者
と
し
て
の
小
林
秀
雄
の
名
声
は
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
理
解
も
、

つ
ま
り
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、

意、

争味

丸

l
 

'
E
E
/
 

浩

小
林
の
登
場
の
「
新
し
さ
」
が
、

一
目
瞭
然
と
は
理
解
さ
れ
難
か
っ
た
と
い
う
事

実
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
右
の

よ
う
な
理
解
が
、
全
く
の
誤
解
だ
っ
た
と
い
う
具
合
に
す
ま
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
世
の
若
く
新
し
い
人
々
へ
」
と
い
う
副
題
を
付
し
た
「
志
賀
直
哉
」
(
昭
4

・
ロ
)
を
、
「
私
に
こ
の
小
論
を
書
か
せ
る
も
の
は
:
:
:
(
略
)
:
:
:
又
、
騒
然

と
粉
飾
し
た
今
日
新
時
代
宣
伝
者
等
に
対
す
る
私
の
嫌
厭
で
も
あ
る
。
」
と
書
き
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出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
小
林
は
、
自
分
の
「
古
さ
」
を
充
分
意
識
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
こ
に
は
、
同
時
代
文
学
者
か
ら
一
歩
進

み
出
て
い
る
と
い
う
「
新
し
さ
」

へ
の
自
負
も
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を

認
め
た
上
で
、
そ
う
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
小
林
の
批
評
的
感
性
は
、

か
な
り
の
部
分
「
古
い
」
時
代
の
文
学
(
主
と
し
て
大
正
期
の
文
学
)
に
つ
な
が

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
初
期
の
小
林
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
批
評
も
、
そ
れ
ま
で
に
小
林
が
獲
得
し
た
「
新
し
い
」
理
論
に
よ
っ
て
で

な
く
、
そ
う
い
う
批
評
的
感
性
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
観
念
性
に
対
置
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
有
効
性
を
持
ち
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
小
説
論
」
(
昭
叩
・

5
1
8
)

の
中
で
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
評
価
が
表
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
小
林
の
状
況
認



識
に
見
ら
れ
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
移
入
と
そ
の
後
の
混
乱
に
よ
っ
て
、

自
分
の
主
張
す
る
自
意
識
の
文
学
の
生
ま
れ
出
る
土
壌
が
で
き
上
が
っ
た
と
い
う

判
断
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
小
林
の
「
新
し
い
」
理
論
を
生
か
す
こ
と
の
出
来
る

状
況
が
出
現
し
た
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
小
林
の
批
評
的
感
性
は
、

一
応
背
後
に
隠
さ
れ
て
、
理
論
の
「
新
し
さ
」
ば
か
り
が
前
面
に
出
て
来
る
。
小

林
秀
雄
の
昭
和
十
年
前
後
は
、
新
時
代
文
学
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
姿
ば
か
り
が
鮮

や
か
な
時
期
な
の
で
あ
る
。
小
林
の
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
姿
勢
と
、
そ
こ
に
展

関
さ
れ
た
理
論
は
、
後
々
ま
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
お
り
、
当
然
、
正
当
な

評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

一
方
で
、
そ
の
内

実
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
、
私
に
は
あ
る
。

「
古
い
」
時
代
の
文
学
者
の
中
で
も
、
特
に
手
強
い
存
在
で
あ
っ
た
正
宗
白
鳥

を
相
手
に
し
て
、
昭
和
十
一
年
一
月
か
ら
半
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
「
思
想

と
実
生
活
」
論
争
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
そ
う
い
う
疑
問
を
解
明
す
る
た
め

の
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
「
思
想
と
実
生
活
」
論

争
に
お
け
る
小
林
秀
雄
の
敗
北
と
い
う
見
方
に
立
っ
て
、
そ
の
敗
北
の
意
味
を
明

ら
か
に
し
、
右
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
の
一
段
階
と
し
た
い
。

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
は
、
『
ト
ル
ス
ト
イ
未
発
表
日
記
・
一
九
一

O
年
』
(
文

学
ア
カ
デ
ミ
ア
註
釈
・
入
住
利
雄
・
上
脇
進
訳
、
昭
叩
・
ロ
、
ナ
ウ
カ
社
刊
)
に

つ
い
て
の
正
宗
白
鳥
の
感
想
「
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
」
(
「
読
売
新
聞
」
昭
H
・

1
月
日
、
ロ
日
)
に
、
小
林
秀
雄
が
、
「
作
家
の
顔
」
(
「
読
売
新
聞
」
昭
日
・

1

月

μ
、
お
日
)
で
反
論
を
加
え
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
以
後
、
両
者
の
応
酬
は
、

白
鳥
「
文
芸
時
評
」
(
「
中
央
公
論
」
昭
日
・

3
)
、
小
林
「
思
想
と
実
生
活
」
(
「
文

芸
春
秋
」
昭
日
・

4
)
、
白
鳥
「
文
芸
時
評
」
(
「
中
央
公
論
」
昭

u
・
5
)
、
小
林

「
文
学
者
の
思
想
と
実
生
活
」
(
「
文
芸
春
秋
」
昭
日
・

6
)
と
い
う
順
序
で
展
開

さ
れ
た
。

論
争
と
い
う
も
の
の
性
格
上
、
単
純
に
勝
敗
を
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、

現
在
、
多
く
の
論
者
が
、
小
林
秀
雄
の
敗
北
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
戦
後
の
白
鳥
・
小
林
の
対
談
を
踏
ま
え
て
、
「
論
争
の
結
末
は
こ
の

対
談
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
小
林
の
敗
北
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
く
は
抽
物
線
を

え
が
い
て
白
鳥
の
線
に
重
っ
て
い
る
占

v

と
、
比
較
的
早
い
時
期
に
、
小
林
の
敗

北
を
確
認
し
た
の
は
、
星
加
輝
光
氏
だ
が
、
後
に
、
三
好
行
雄
氏
も
、
「
小
林
秀

雄
は
手
を
か
え
品
を
か
え
、
執
劫
に
城
を
攻
め
つ
づ
け
た
。
し
か
し
、
白
鳥
の
城

を
抜
く
こ
と
は
つ
い
に
で
き
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
具
合
に
、
や
は
り
小
林
の
敗

北
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
論
争
の
意
義
が
、
こ
れ
ま
で
小
林
の
側
か
ら
し
か
捉
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え
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
点
を
批
判
し
、
「
(
論
争
の
意
味
は
、
小
林
サ
イ
ド
の
問
題

で
な
く
|
|
引
用
者
注
)
『
思
想
の
現
実
性
」
と
い
っ
た
小
林
の
視
点
が
、
実
は

白
鳥
の
批
判
の
前
に
徐
々
に
風
化
、
無
力
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
必
然
性
|
|

い
い
か
え
れ
ば
、
白
鳥
に
お
け
る
『
肉
体
』
の
思
想
の
現
実
性
、
お
よ
び
そ
の
持

続
力
、
生
命
力
の
根
強
さ
と
い
っ
た
問
題
な
の
で
あ
る
占
)
と
い
う
よ
う
に
、
肉

休
性
に
根
ざ
す
白
鳥
の
「
実
生
活
」
理
念
の
強
固
さ
の
方
に
、
論
争
の
意
義
を
見

出
そ
う
と
す
る
石
阪
幹
将
氏
の
よ
う
な
論
も
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の

家
出
問
題
に
対
す
る
正
宗
白
鳥
の
何
げ
な
い
感
想
で
あ
っ
た
。
「
何
げ
な
い
」
と

付
け
加
え
た
の
は
、
す
で
に
白
鳥
は
、
大
正
十
五
年
七
月
の
別
稿
「
ト
ル
ス
ト
イ

に
つ
い
て
」
(
「
中
央
公
論
」
)
の
中
で
、
ゴ

l
リ
キ
!
の
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
ひ



出
』
に
つ
い
て
触
れ
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
を
人
道
主
義
者
と
し
た
り
聖
人
と
し
た
り

し
て
、
そ
の
前
に
合
掌
礼
拝
し
て
ゐ
る
に
留
ま
ら
な
い
で
、
こ
の
怪
物
的
人
物
の

核
心
を
梢
々
掴
ん
で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
具
合
に
書
き
、
聖
人
と

し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ
像
を
疑
問
視
し
、
実
生
活
的
苦
悩
者
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ

像
に
共
感
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
白
鳥
に
と
っ
て
、

ト
ル
ス
ト
イ
の
家
出
の
背
後
に
実
生
活
的
苦
悩
を
見
出
す
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の

自
説
を
再
確
認
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
白
鳥
の
中

に
は
、
以
前
か
ら
、
既
成
の
ト
ル
ス
ト
イ
像
に
対
す
る
強
い
反
発
が
あ
り
、
そ
れ

が
「
ト
ル
ス
ト
イ
の
未
発
表
日
記
」
と
い
う
新
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、
再
燃
し

た
の
だ
ろ
う
。

人
生
救
済
の
本
家
の
や
う
に
世
界
の
識
者
に
信
頼
さ
れ
て
ゐ
た
ト
ル
ス
ト

イ
が
、
山
の
神
を
恐
れ
、
お
ど
/
¥
と
家
を
抜
け
出
て
、
孤
往
独
逼
の
旅
に

出
て
、

つ
い
に
野
垂
れ
死
し
た
径
路
を
日
記
で
熟
読
す
る
と
、
悲
壮
で
も
あ

り
滑
稽
で
も
あ
り
、
人
生
の
真
相
を
鏡
に
掛
け
て
見
る
如
く
で
あ
る
。
あ
』
、

我
が
敬
愛
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
翁
!

(
「
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
」
昭
日
・
-
)

右
の
・
有
名
な
一
節
の
戯
文
め
い
た
調
子
の
中
に
も
、
白
鳥
の
、
世
の
ト
ル
ス
ト

イ
信
者
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
が
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
正
宗
白
鳥

の
側
に
は
、
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
原
理
論
的
関
心
は

な
く
、
そ
う
い
う
関
心
か
ら
、
強
引
に
白
鳥
の
感
想
に
噛
み
付
い
て
来
た
の
は
、

小
林
秀
雄
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
思
想
は
実
生
活
か
ら
生
れ
る
。
併
し
生
れ
て
育
っ
た
思
想
が
遂

に
実
生
活
に
訣
別
す
る
時
が
来
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
凡
そ
思
想
と
い
ふ
も
の

に
何
の
力
が
あ
る
か
。

(
「
作
家
の
顔
」
昭
U
・
-
)

小
林
の
原
理
論
的
主
張
は
、
右
の
一
節
に
つ
き
る
。
こ
こ
に
、
「
思
想
」
上
の

問
題
を
、
「
実
生
活
」
次
元
に
引
き
ず
り
お
ろ
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
白
鳥
の

発
想
に
対
す
る
反
発
が
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
小
林

が
、
原
理
的
に
は
、
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
は
切
り
離
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え

て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
う
い
う
小
林
の
論
に
対
す
る
白
鳥
の
反
応
(
「
文
芸
時
評
」

昭
日
・

3
)
は
、
「
小
林
氏
の
所
説
は
必
ず
し
も
愚
説
と
は
云
へ
な
い
。
」
と
し
な

が
ら
、
「
人
を
強
く
動
か
す
も
の
は
、
や
は
り
現
実
の
力
で
あ
る
。
」
と
し
、
ト
ル

ス
ト
イ
の
家
出
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
が
現
身
の
妻
君
を
憎
み
妻
君

を
恐
れ
て
家
出
し
た
こ
と
は
、
断
じ
て
間
違
ひ
な
し
で
あ
る
。
」
と
自
説
を
繰
り

返
し
、
小
林
の
原
理
論
に
つ
い
て
も
、
「
実
生
活
と
縁
を
切
っ
た
や
う
な
思
想
は
、

幽
霊
の
や
う
で
案
外
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
一
蹴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
以
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後
の
論
争
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
検
討
を
し
て
い
く
余
裕
は
な
い
が
、
白

鳥
も
小
林
も
右
の
地
点
か
ら
一
歩
も
退
く
こ
と
な
く
、
論
争
は
結
局
平
行
線
に
終

わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
論
争
に
明
ら
か
な
勝
敗
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な

ぃ
。
し
か
し
、
論
争
が
論
争
と
し
て
成
り
立
っ
た
め
に
は
、

お
互
い
が
相
手
の
論

に
触
発
さ
れ
て
、
自
分
の
論
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
論

争
の
過
程
の
中
で
お
互
い
の
立
場
は
一
層
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
白
鳥
と
小
林

の
論
争
で
は
、
お
互
い
の
立
場
が
、
ど
の
よ
う
に
明
ら
か
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。

白
鳥
は
、
「
文
芸
時
評
」
(
昭
日
・

5
)
の
中
で
、
小
林
の
「
思
想
と
実
生
活
」

(
昭
口
・

4
)
の
中
の
、
「
実
生
活
を
離
れ
て
思
想
は
な
い
。
併
し
、
実
生
活
に

犠
牲
を
要
求
し
な
い
様
な
思
想
は
、
動
物
の
頭
に
宿
っ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。
」

と
い
う
箇
所
に
触
れ
、
「
こ
れ
は
一
通
り
の
穏
当
な
見
解
で
あ
る
。
」
と
認
め
、
当



初
、
小
林
が
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
の
分
離
を
主
張
し
た
見
解
が
、
「
意
味
の

な
い
空
言
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
非
難
し
て
い
る
。
白
鳥
は
、
小
林

の
当
初
の
主
張
が
腰
く
だ
け
に
な
り
、
「
昭
和
の
現
代
文
士
ら
し
い
常
識
に
成
下

っ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
」
と
難
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
は
そ
れ
に
対
し
て
、

「
文
学
者
の
思
想
と
実
生
活
」
(
昭
日
・

6
)
の
中
で
、
文
学
の
論
戦
で
は
結
論

が
重
要
な
場
合
は
少
な
い
と
し
て
、
「
結
論
と
は
何
か
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
こ

れ
ら
の
(
思
想
と
実
生
活
の
問
題
な
ど
の
|
|
引
用
者
注
)
互
い
に
対
立
す
る
人

間
的
事
実
は
、
世
の
実
相
に
於
て
は
、
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
た
、
或
は
統
一
の

可
能
性
を
苧
ん
だ
形
で
現
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
結
論
だ
」
と
、
結
論
を
問
題
と
す

る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

た
だ
、
僕
が
正
宗
氏
に
理
解
し
て
戴
き
た
い
点
は
、
「
思
想
が
実
生
活
に

訣
別
す
る
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
思
想
と
い
ふ
も
の
に
何
の
力
が
あ
る
か
」
と

い
ふ
や
う
な
奇
矯
な
言
を
弄
し
た
所
以
の
も
の
は
、
結
局
喋
っ
て
ゐ
る
う
ち

に
思
想
と
実
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
縁
が
あ
る
と
い
ふ
以
外
の
結
論
に

到
達
し
得
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
と
は
自
ら
別
だ
と
言
ふ
点
な
の
だ
。
思
想
を

実
生
活
か
ら
絶
縁
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
様
な
狂
気
の
沙
汰
を
誰
が
演
ず
る
か
。

結
論
は
最
初
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

「
思
想
を
実
生
活
か
ら
絶
縁
さ
せ
」
る
こ
と
を
、
「
狂
気
の
沙
汰
」
と
言
っ
て

い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
小
林
の
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
分
離
の
主
張
は
、
「
実

生
活
」
を
否
定
し
、
「
思
想
」
の
中
に
立
て
寵
っ
て
安
住
の
境
地
を
得
る
と
い
う

こ
と
で
な
く
、
「
実
生
活
」
を
も
無
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な
「
思
想
」
の
力
に
と

り
愚
か
れ
て
し
ま
っ
た
悲
惨
な
状
態
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
白
鳥
は
、
こ
の

点
を
誤
解
し
て
、
「
中
世
紀
人
に
で
も
類
似
し
た
境
地
」
(
「
文
芸
時
評
」
昭
日
・

5
)
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
江
藤
淳
氏
は
、
小
林
の
主
張
す
る
「
思
想
」
の

意
味
を
、
「
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
者
た
ち
が
そ
う
で
あ
る
と
信
じ
た
進
歩
的
人
道

的
唯
物
論
の
『
善
』

で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
を
苦
痛
や
『
死
」
に
い
ざ
な
う
「
邪

悪
な
』
力
で
あ
っ
た
。
『
思
想
」
と
は
『
悪
」
で
あ
る
心
}
と
規
定
し
て
い
る
が
、

「
思
想
を
実
生
活
か
ら
絶
縁
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
様
な

E
T伊
沙
於
を
誰
が
演
ず
る

か
。
」
(
傍
点
引
用
者
)
と
い
う
言
い
方
自
休
、
小
林
が
「
思
想
」
を
一
義
的
に
善

的
な
も
の
と
見
倣
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、

「
思
想
」
が
「
悪
」
だ
と
い
う
認
識
を
認
め
れ
ば
、
「
思
想
」
の
絶
対
性
を
敢
然

と
打
ち
出
し
、

一
見
理
想
主
義
的
に
見
え
た
小
林
の
方
が
、
実
は
白
鳥
よ
り
も

層
深
い
虚
無
主
義
に
根
差
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
論
争
を
通
じ
て

明
ら
か
に
な
る
の
は
、
小
林
の
一
見
明
快
な
「
思
想
」
と
「
実
生
活
」
と
の
分
離

と
い
う
原
理
論
的
主
張
が
内
包
す
る
、
苦
渋
の
意
識
と
、
そ
う
い
う
苦
渋
の
意
識

な
ど
理
解
し
な
い
、
も
し
く
は
理
解
す
る
必
要
の
な
い
白
鳥
と
の
立
場
の
違
い
で
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あ
る
。
そ
れ
だ
け
、
白
鳥
の
「
実
生
活
」
重
視
の
考
え
は
、
根
強
く
頑
固
な
も
の

で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
諸
家
の
説
く
よ
う
に
、
論
争
は
、
そ
う
い
う
白
鳥
の
頑

固
さ
を
前
に
し
て
、
小
林
が
攻
め
苦
し
ん
で
い
る
と
い
う
印
象
が
強
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
伺
故
小
林
は
白
鳥
の
頑
固
な
発
想
を
叩
く
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
に
お
け
る
小
林
秀
雄
敗
北
の
意
味
を
探
る
前
に
少
し
廻

り
道
を
し
て
、
本
論
争
に
お
け
る
小
林
の
発
想
の
も
と
を
辿
っ
て
置
こ
う
。

小
林
秀
雄
の
批
評
家
と
し
て
の
登
場
の
持
つ
重
要
な
意
味
の
一
つ
が
、
自
意
識

論
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
自
意
識
と
い
う
語
が
、
文

学
史
上
い
つ
頃
に
初
め
て
登
場
す
る
か
は
、
に
わ
か
に
断
定
出
来
な
い
が
、
恐
ら



く
、
小
林
秀
雄
が
横
光
利
一
な
ど
を
巻
き
込
む
形
で
広
め
、
現
在
か
な
り
一
般
化

し
た
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
大
正
的
な
「
私
」

と
か
「
心
境
」
と
い
う
こ
と
ば
が
存
在
し
に
く
い
、
昭
和
と
い
う
時
代
が
要
請
し

た
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
小
林
秀
雄
の
登
場
に
は
、
そ
う
し
た
時
代
の

要
請
を
背
後
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

「
様
々
な
る
意
匠
」
(
昭
4
・
9
)
で
、
文
檀
に
登
場
す
る
二
年
前
に
書
か
れ

た
「
『
悪
の
華
』

一
面
」
(
昭
2
・
H
)
の
中
で
、
小
林
は
自
意
識
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
書
い
て
い
る
。

加
何
な
る
人
間
も
多
少
の
自
意
識
を
必
要
と
す
る
。

つ
ま
り
生
き
る
と
い

ふ
事
が
自
意
識
を
強
請
す
る
か
ら
だ
。
だ
が
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
結
局
自

意
識
と
い
ふ
も
の
は
生
活
防
衛
の
一
手
段
と
し
て
最
も
消
極
的
な
形
式
の
裡

に
止
ま
っ
て
ゐ
る
。
河
の
流
れ
が
石
に
衝
突
し
て
分
岐
す
る
様
に
、
彼
等
は

外
象
に
触
れ
て
解
析
す
る
。
か
』
る
人
々
に
と
っ
て
自
意
識
す
る
主
休
に
触

れ
ん
と
す
る
事
は
流
れ
を
湖
行
す
る
事
で
生
き
る
事
で
は
な
い
。
彼
等
は
唯

流
れ
る
。
人
生
の
劇
に
於
い
て
同
時
に
俳
優
た
り
観
客
た
る
こ
と
は
ポ
オ
ド

レ
エ
ル
に
と
っ
て
か
』
る
オ
オ
ト
マ
テ
イ
ス
ム
の
最
も
精
妙
な
形
式
に
過
ぎ

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
自
意
識
を
自
意
識
し
た
。
人
々
の
生
き
る
事
が
彼

に
は
死
ぬ
事
で
あ
っ
た
所
以
で
あ
る
。

「
『
悪
の
華
」

一
面
」
は
、
自
意
識
家
ボ

l
ド
レ

l
ル
の
像
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
近
代
的
文
学
者
の
創
造
へ
至
る
過
程
を
、
綿
密
に
辿
っ
て
み
せ
た
も
の
で

あ
る
。
す
で
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
小
林
秀
雄
の
批
評
原
理
の

エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
右
の
引
用
文
に
見
て
取
ら
れ

る
よ
う
に
、
芸
術
(
思
想
)
と
実
生
活
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
の
時
点
で
、
す
で

に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
こ
で
は
、

一
般
生
活
者
と
芸
術
家
と
は
、
は
っ
き
り
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
「
自
意
識
」
を
、
文
字
通
り
「
自
分
」
に
対
す
る
「
意
識
」
と
考
え
れ
ば
、

そ
れ
は
、
人
が
生
き
て
い
く
上
で
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
自
分
に

つ
い
て
の
最
小
限
の
イ
メ
ー
ジ
も
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
人
間
は
、
あ

n〆
得
な
い

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、

一
般
生
活
者
に
と
っ
て
「
自
意
識
」
と
は
、
「
生
活
防

衡
の
一
手
段
」
に
過
ぎ
な
い
、
と
一
τ
守
え
よ
う
。

し
か
し
、
芸
術
家
に
あ
っ
て
は
、

「
自
意
識
」
と
は
、
そ
う
い
う
消
極
的
な
存
在
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
彼
は
、
「
唯

流
れ
る
」
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
人
が
生
活
す
る
と
は
、
他
者
(
そ
れ
を
「
社
会
」

と
も
「
自
然
」
と
も
言
っ
て
よ
い
)
と
折
れ
合
う
と
い
う
こ
と
だ
が
、
小
林
の
言

ひ
と
た
び
、
「
自
意
識
」
の
虜
(
「
自
意
識
を
自
意
識
す
る
」
)

い
た
い
こ
と
は
、

と
な
っ
て
し
ま
う
と
、
人
の
流
れ
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
く
こ
と
自
休
が
疑
わ
し

い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
な
り
こ
ち
ら
で
補
足
し
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た
解
釈
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
を
通
過
す
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
が
、
人
が
芸
術
家
と
な
る
か
ど
う
か
の
分
岐
点
に
な
る
と
い
う

よ
う
に
、
小
林
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
林
の
こ
う
し
た
思
考
の
中
に
は
、
実
生
活
的
な
欺
踊
を
拒
絶
し
た
上
に
、
芸

術
と
い
う
独
自
な
世
界
の
存
在
を
認
め
る
と
い
っ
た
潔
癖
主
義
が
う
か
eか
え
る

が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
自
意
識
」
に
よ
る
懐
疑
に
よ
っ
て
、
実
生
活
否
定
に

活至
tこる
没こ
入 と
しが

そ人
こヵ:
かさ

ら術
一ー可 完官

接え
」ー....

る
を 六語 、ζ

い二
上二
ぜ握
苫条

長生
主ん
主主 と

芸Z
見守
{乍一。
家時
達唱

が歪

「
自
意
識
」
以
前
の
存
在
と
し
て
、
小
林
の
目
に
映
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
う
い
う
地
点
か
ら
の
自
然
主
義
文
学
批
判
は
、
小
林
の
初
期
か
ら
し
ば
し

ば
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
「
ア
シ
ル
と
亀
の
子
I
」
(
昭
5
・
4
)
の
中
で
は
、
「
宿

命
的
に
感
傷
主
義
に
貫
か
れ
た
日
本
の
作
家
達
が
、
理
論
を
軽
蔑
し
て
来
た
事
は



当
然
で
あ
る
。
」
、
「
作
家
が
理
論
を
持
つ
と
は
、
:
:
:
(
略
)
:
:
:
こ
の
世
に
生

き
て
何
故
芸
術
制
作
な
ど
と
い
ふ
も
の
を
行
ふ
の
か
、
と
い
ふ
事
に
就
い
て
明
瞭

な
自
意
識
を
持
つ
と
い
ふ
事
だ
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

人
は
先
づ
鴬
の
歌
か
ら
始
め
る
も
の
だ
。
素
朴
な
実
在
論
者
と
し
て
心
を

歌
ひ
、
花
を
歌
ふ
事
か
ら
始
め
る
も
の
だ
。
こ
の
歌
ひ
手
が
そ
の
ま
』
芸
術

制
作
の
年
期
奉
公
に
移
動
し
て
了
ふ
。
年
季
を
入
れ
て
ゐ
る
裡
に
、
浮
世
の

心
労
と
技
術
の
修
練
と
に
よ
っ
て
彼
の
作
家
た
る
宿
命
の
理
論
は
獲
得
さ
れ

て
は
行
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
冥
々
の
裡
に
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
遂
に

理
論
は
其
人
の
血
肉
と
な
り
、
味
ひ
と
な
り
、
色
気
と
な
っ
て
沈
黙
し
て
了

ふ
よ
り
他
に
道
は
な
い
。
こ
れ
が
現
代
日
本
文
学
の
達
人
大
家
と
い
は
れ
て

ゐ
る
人
々
の
一
般
的
色
彩
だ
。

こ
れ
が
、
自
意
識
家
ボ

l
ド
レ

l
ル
に
、
近
代
的
文
学
者
の
一
つ
の
極
を
見
た
、

小
林
の
描
い
た
旧
時
代
文
学
者
の
姿
で
あ
っ
た
。

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
に
お
け
る
小
林
の
発
想
の
根
は
、
以
上
に
見
て
来
た

よ
う
な
文
壇
登
場
以
前
か
ら
の
自
意
識
論
に
あ
っ
た
、
と
ま
ず
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
つ
な
，
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

は
、
も
う
一
つ
別
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
昭
和
十
年
前
後
の
文
学

状
況
の
認
識
で
あ
り
、
小
林
自
身
の
批
評
姿
勢
の
変
化
で
あ
る
。

四

正
宗
白
鳥
に
論
争
を
挑
ん
だ
小
林
秀
雄
の
意
図
は
、
論
争
中
の
小
林
自
身
の
次

の
よ
う
な
発
言
に
明
瞭
で
あ
る
。

僕
は
正
宗
氏
の
虚
無
的
思
想
の
独
特
な
る
所
以
に
つ
い
て
は
屡
々
書
き
も

し
た
し
、
尊
敬
の
念
は
失
は
ぬ
積
り
で
あ
る
が
、
氏
の
思
想
に
は
又
わ
が
国

の
自
然
主
義
小
説
家
気
質
と
い
ふ
も
の
が
強
く
現
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、
さ
う

い
ふ
世
代
の
色
合
ひ
が
露
骨
に
感
じ
ら
れ
る
時
に
は
、
こ
れ
に
対
し
て
反
抗

の
情
を
禁
じ
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

(
「
文
学
者
の
思
想
と
実
生
活
」
昭
日
・

6
)

「
自
然
主
義
小
説
家
気
質
」
と
は
、
論
争
の
中
の
小
林
の
発
言
か
ら
察
す
る
と
、

文
学
者
の
「
抽
象
的
思
想
」
よ
り
も
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
実
生
活
」
的
事
実
の

重
み
の
方
に
興
味
を
示
す
と
い
う
発
想
法
を
指
す
よ
う
だ
が
、
白
鳥
の
「
虚
無
的

思
想
」
に
は
、
「
尊
敬
の
念
は
失
は
ぬ
積
り
で
あ
る
が
」
と
断
わ
っ
た
上
で
、
小

林
の
批
判
は
、
白
鳥
個
人
に
で
は
な
く
、
白
鳥
の
中
に
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
た
右

の
よ
う
な
発
想
一
般
に
向
け
ら
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
小
林
秀
雄
の
批

判
に
は
、
時
代
の
文
学
状
況
に
対
す
る
目
配
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
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当
時
の
小
林
の
状
況
認
識
を
最
も
鮮
明
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
「
私
小
説
論
」

(
昭
叩
・

5
1
8
)
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
小
林
に
な
い
整
然
と
し

た
論
理
で
、
現
代
文
学
の
見
取
り
図
を
描
い
て
い
た
。
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

近
代
日
本
の
作
家
達
|
|
田
山
花
袋
か
ら
核
光
利
一
、
具
休
的
な
名
前
は
出
て
来

な
い
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
達
に
至
る
ま
で
|
|
の
多
く
が
、
当
時
ま
だ
現

役
の
作
家
達
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
近
代
文
学
と
い
う
も
の
が
、
ど

れ
ほ
ど
短
期
間
の
う
ち
に
成
熟
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
事
実
を
示
す
と

同
時
に
、
「
私
小
説
」
の
論
が
、
ま
さ
し
く
現
代
的
な
課
題
で
あ
る
所
以
を
示
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
小
林
は
、
「
私
小
説
論
」
の
中
で
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
移
入

に
よ
っ
て
、
私
小
説
作
家
達
の
「
文
士
気
質
な
る
も
の
」
は
征
服
さ
れ
た
と
断
定

す
る
の
だ
が
、

一
方
で
、
当
の
私
小
説
作
家
達
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の

最
盛
期
に
一
時
的
沈
黙
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
活
動
を
停
止
し
た
わ
け
で
は
な



か
っ
た
、
と
い
う
の
が
当
時
の
状
況
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
小
林
が
、
時
代
の
文
学

状
況
を
、
主
に
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
移
入
に
よ
る
「
混
乱
」
と
捉
え
、
こ
の
「
混

乱
」
こ
そ
が
文
学
の
糧
で
あ
り
、
作
家
も
批
評
家
も
、
こ
の
「
混
乱
」
を
見
据
え

る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
覚
倍
に
つ
い
て
語
り
出
す
の
は
、

昭
和
八
年
頃
か
ら
だ
が
、
「
私
小
説
論
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
混
乱
」
の
歴
史
的

背
景
を
明
ら
か
に
し
、
ジ
イ
ド
流
の
新
し
い
個
人
主
義
文
学
の
像
を
提
出
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
混
乱
」
の
収
拾
に
方
向
性
を
与
え
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
も
の
だ

と

一
応
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

一
応
と
断
わ
る
の
は
、
「
私
小
説
論
」

の
結
末
部
の
暖
昧
さ
か
ら
、
小
林
の
真
意
が
読
み
取
り
に
く
い
か
ら
で
あ
る
が
、

大
略
の
図
式
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
年
後
に
、
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
で
、
正
宗
白
鳥
の
何
げ
な
い
感
想
に
反

駁
の
筆
を
執
っ
た
の
も
、
か
つ
て
死
を
宣
告
し
た
旧
文
学
の
側
か
ら
、
再
び
根
強

い
私
小
説
的
な
発
想
が
出
現
し
た
の
を
見
て
取
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
。こ

こ
に
は
、
新
時
代
文
学
の
側
に
積
極
的
に
身
を
寄
せ
た
、
小
林
秀
雄
の
姿
が

見
出
さ
れ
る
。
平
野
謙
に
は
、
こ
の
論
争
の
中
に
見
ら
れ
る
、
「
正
宗
白
鳥
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
る
自
然
主
義
的
人
間
観
に
決
然
と
反
嘩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
昭

和
の
新
文
学
を
双
肩
に
に
な
お
う
と
す
る
小
林
秀
雄
の
姿
勢
」
を
積
極
的
に
評
価

し
よ
う
と
す
る
一
連
の
論
が
あ
る
。
平
野
の
一
百
う
よ
う
に
、
小
林
の
姿
が
塊
爽
と

し
た
も
の
か
ど
う
か
は
異
論
が
あ
る
が
、
先
の
引
用
文
の
「
世
代
の
色
合
が
露
骨

に
感
じ
ら
れ
る
時
に
は
」
と
い
う
箇
所
や
、
後
の
回
想
の
「
私
に
は
私
で
、
正
宗

氏
よ
り
一
時
代
新
し
い
文
壇
に
出
た
と
い
ふ
意
識
が
あ
り
」
(
「
正
宗
白
鳥
の
作
に

つ
い
て
」
昭
日
・

1
)
と
い
う
箇
所
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
林
に
新
時
代
文

学
者
と
し
て
の
自
覚
が
あ
っ
て
、
白
鳥
に
論
争
を
挑
ん
だ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

い
わ
ゆ
る
昭
和
十
年
前
後
の
小
林
秀
雄
は
、
こ
う
い
う
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な

ら
、
著
し
く
啓
蒙
的
な
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
専
ら
否
定
的
な
発
想
法
を
捨

て
、
か
な
り
肯
定
的
な
提
言
も
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
小
林
独
自

の
状
況
認
識
が
投
影
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
せ
ん
じ
詰
め
れ
ば
、
自
分
達
の
文
学

の
時
代
が
到
来
し
た
と
い
う
認
識
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
旧
時
代
の
文
学
者
達
に
は
、

そ
ろ
そ
ろ
舞
台
を
お
り
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
し
意
地
の
悪
い
見
方

を
す
れ
ば
、
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
の
小
林
に
は
、
周
囲
に
、
新
時
代
の
文
学

観
の
存
在
を
見
せ
つ
け
る
た
め
に
、
白
鳥
の
昔
な
が
ら
の
自
然
主
義
的
文
学
観
を

叩
い
て
見
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。
周
囲
を
意
識
し
た
ス
タ
ン

ド
プ
レ
イ
で
あ
っ
た
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
に
な
ろ
う
か
。
青
野
季
吉
は
、
「
白
鳥

・
小
林
の
論
争
を
固
唾
を
の
ん
で
見
ま
も
っ
て
ゐ
色
と
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ

だ
け
こ
の
論
争
が
人
々
の
注
目
を
浴
び
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
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卑
俗
な
レ
ベ
ル
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
勿
論
、
こ
の
論
争
を
際
立
た
せ

て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
そ
れ
だ
け
の
問
題
性
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

小
林
の
論
の
背
後
に
は
、
初
期
か
ら
の
自
意
識
論
も
ひ
か
え
て
い
た
。

い
わ
ば
、

こ
の
時
期
の
小
林
の
批
評
活
動
と
、
初
期
に
獲
得
さ
れ
た
理
論
と
、
そ
の
両
方
を

賭
け
て
、
白
鳥
と
戦
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
論
争
を
読
み
返
す
時
に
、
小
林
秀
雄
の

敗
北
と
い
う
印
象
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
。

五

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
に
お
け
る
敗
北
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
、
ま

ず
確
認
し
て
置
き
た
い
点
は
、
本
稿
っ
こ
で
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
小
林
の



の
原
理
論
的
主
張
の
奥
に
、
苦
渋
の
意
識
が
存
在
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

正
宗
白
鳥
の
簡
明
な
議
論
に
押
さ
れ
て
、
論
争
の
過
程
の
中
で
、
ま
す
ま
す
は
っ

き
り
し
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
白
鳥
の
「
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
」
に
反
論

し
た
「
作
家
の
顔
」
の
中
で
、
す
で
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

僕
は
、
今
日
ま
で
や
っ
て
来
た
実
生
活
を
省
み
、
こ
れ
を
再
現
し
よ
う
と

い
ふ
欲
望
を
感
じ
な
い
。
さ
う
い
ふ
仕
事
が
詰
ら
ぬ
と
思
っ
て
ゐ
る
か
ら
で

は
な
い
。
不
可
能
だ
と
思
ふ
か
ら
だ
。
泥
の
中
を
歩
い
て
来
た
自
分
の
足
跡

を
、
ど
う
し
て
今
眺
め
ら
れ
ょ
う
か
。
今
時
私
小
説
の
書
け
る
人
は
き
っ
と

砂
地
を
歩
い
て
来
た
の
だ
ら
う
。
僕
は
自
ら
省
み
て
、
人
間
と
は
何
物
で
も

な
い
と
信
じ
て
ゐ
る
。
た
だ
こ
こ
に
再
建
す
べ
き
第
二
の
魔
神
に
つ
い
て
恥

づ
か
し
い
想
ひ
を
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

私
小
説
作
家
に
対
す
る
皮
肉
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
実
生
活
」
再
現

が
「
不
可
能
だ
と
思
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
点
、
「
泥
の
中
を
歩
い
て
来
た
自
分
の

足
跡
」
と
い
う
生
々
し
い
表
現
を
し
て
い
る
点
な
ど
、
か
な
り
率
直
に
、
小
林
自

身
の
心
情
が
語
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
例
え
ば
、
昭
和

八
年
五
月
に
書
か
れ
た
「
故
郷
を
失
っ
た
文
学
」
の
中
の
、
「
故
郷
を
失
っ
た
文

学
を
抱
い
た
、
青
春
を
失
っ
た
青
年
達
」
と
い
う
自
己
規
定
を
重
ね
合
わ
せ
て
見

れ
ば
、
小
林
の
苦
渋
の
意
識
に
は
、
昭
和
の
自
我
解
休
状
況
が
正
確
に
反
映
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
小
林
は
、
自
我
の
基
盤
と

な
る
よ
う
な
「
実
生
活
」
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
林
の
自
意
識
論
は
、
そ
う
い
う
自
分
の
立
つ
苦
し
い
地
点
か
ら
出
て
来
て
い
る

の
で
あ
る
。

つ
い
で
に
言
え
ば
、
白
鳥
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
理
解
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
苦
渋
の
意
識
は
、

一
方
で
、
新
時
代
文
学
者
と

し
て
の
自
負
の
念
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
苦
渋
の
意
識
と
自
負
の

念
は
、
と
も
に
、

い
わ
ば
自
我
解
休
状
況
と
い
う
同
じ
母
胎
か
ら
出
て
来
て
い
る

の
で
あ
る
。

小
林
の
新
時
代
文
学
者
と
し
て
の
自
負
の
裏
付
け
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
小
林

の
理
論
、
特
に
自
意
識
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
意
識
は
、
必

然
的
に
「
実
生
活
」
否
定
の
契
機
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
経
過
し
た
後
に
、
人

は
創
造
へ
と
進
ん
で
行
く
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
創
造
へ
至
る
た
め
の
前
提
で
あ
っ

て
、
創
造
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
小
林
の
中
で
は
、

自
意
識
自
休
は
、
出
口
の
な
い
球
休
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

般

に
応
用
が
き
く
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
批
評
原
理
か
ら
見

れ
ば
、
「
新
し
い
」
小
林
の
批
評
が
、
実
際
に
作
品
に
つ
い
て
語
る
段
に
な
る
と
、

「
古
い
」
批
評
的
感
性
に
、
多
く
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
の
一
端
に

は
、
こ
う
い
う
事
情
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
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事
実
、
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
に
至
る
ま
で
の
小
林
の
批
評
活
動
に
は
、

見
、
小
林
が
獲
得
し
た
理
論
と
は
相
容
れ
な
い
よ
う
な
別
の
流
れ
が
見
出
せ
る
の

で
あ
る
。
そ
う
い
う
流
れ
か
ら
見
る
と
、
小
林
秀
雄
と
正
宗
白
鳥
と
は
、
本
来
さ

し
て
隔
っ
て
い
な
い
地
点
に
立
っ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

一
つ
は
、
対
正
宗
白
鳥
評
価
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
論
争
以
前
に
、
小
林
は
幾

度
か
正
宗
白
鳥
に
讃
辞
を
贈
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
詳
し
く
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、

「
正
宗
氏
は
、
人
生
を
信
用
し
て
ゐ
な
い
様
に
小
説
と
い
ふ
も
の
を
信
用
し
て
ゐ

な
い
。
」
(
「
文
学
は
絵
空
ご
と
か
」
昭
5
・
9
)
と
か
、
「
文
学
の
立
場
に
た
っ
て
、

見
事
に
文
学
の
立
場
を
追
ひ
抜
い
て
ゐ
る
光
景
で
は
な
い
か
。
」
(
「
年
末
感
想
」

昭
7
・
ロ
)
と
か
の
評
言
が
示
す
よ
う
に
、
小
林
は
、
白
鳥
の
、
文
学
に
し
が
み

つ
い
て
い
な
い
、
非
文
学
者
然
と
し
た
態
度
に
共
感
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
「
氏

を
自
然
主
義
作
家
な
ど
と
呼
ん
で
み
た
処
で
、
氏
の
作
家
た
る
心
に
関
し
て
何
物



も
暗
示
出
来
な
い
」
(
「
文
学
は
絵
空
ご
と
か
」
)
と
い
う
具
合
に
、

い
わ
ゆ
る
自

然
主
義
作
家
と
は
、

一
線
を
画
し
た
存
在
と
し
て
、
白
鳥
に
は
特
別
の
敬
意
を
表

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
「
肉
休
」
の
思
想
、
「
実
生
活
」
理
念
に
対
す
る
小
林
の
立
場
で

あ
る
。
「
肉
体
」
と
い
う
用
語
を
、
多
く
の
場
合
、
小
林
は
肯
定
的
な
意
味
合
い

で
使
用
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
「
氏
の
感
傷
は
、
佐
藤
氏
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
、

蓬
か
に
肉
休
に
根
を
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
室
生
犀
星
」
昭
6
・
4
)
、
「
氏

が
肉
体
的
経
験
に
置
く
絶
対
の
信
頼
で
か
ゾ
や
い
て
ゐ
る
。
」
(
「
谷
崎
潤
一
郎
」

昭
6
・
5
)
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
ま
た
、
小
林
は
か
つ
て
、
「
実
生
活
に
と

っ
て
芸
術
と
は
民
の
様
な
も
の
だ
」
(
「
批
評
家
失
格
I
」
昭
5
・
U
)
と
言
い
切

っ
て
い
た
。
小
林
秀
雄
も
、
ま
た
、
正
宗
白
鳥
と
同
じ
よ
う
に
、
「
肉
休
」
性
の

重
み
、
「
実
生
活
」
の
重
み
と
い
う
も
の
を
、
充
分
承
知
し
て
い
た
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
少
な
く
と
も
「
思
想
と
実
生
活
」
論

争
に
お
け
る
小
林
秀
雄
の
主
張
の
前
面
に
は
出
て
来
な
い
の
で
あ
る
。
前
面
に
出

て
い
る
の
は
、
小
林
の
状
況
認
識
と
、
初
期
の
自
意
識
論
の
延
長
線
の
論
理
で
あ

る
。
自
分
達
の
時
代
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
状
況
判
断
と
、
自
意
識
理
論
を
媒
介

と
す
る
自
然
主
義
文
学
批
判
が
交
差
し
た
地
点
か
ら
、
小
林
の
主
張
は
出
て
来
て

い
る
、

と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
小
林
の
対
白
鳥
評
価
、
「
実
生
活
」
理
念
の
容

認
と
い
っ
た
立
場
が
、
背
後
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
、
小
林
自
身

の
状
況
認
識
に
対
す
る
思
い
込
み
が
強
か
っ
た
た
め
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ

ば
、
論
争
に
お
け
る
小
林
の
敗
北
の
意
味
は
、
論
争
相
手
で
あ
る
正
宗
白
鳥
に
で

は
な
く
、
小
林
自
身
の
状
況
認
識
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
く
る
と
言
う
べ
き
で
あ

ろ'フ。

こ
こ
で
、
小
林
の
状
況
認
識
に
つ
い
て
、
繰
り
返
し
て
述
べ
る
こ
と
は
避
け
、

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
に
お
け
る
小
林
の
主
張
を
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
転
向
者
が
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
置
こ
う
。
彼

等
こ
そ
、
小
林
が
、
自
ら
の
主
張
に
、
最
も
耳
を
傾
け
て
も
ら
い
た
か
っ
た
文
学

者
た
ち
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
は
、
青
野
季
吉
の
見
方
で
あ
る
。
青

野
は
、
「
白
鳥
・
小
林
の
ト
ル
ス
ト
イ
論
争
」
(
昭
お
・

9
)
の
中
で
、
大
正
十
五

年
の
自
分
と
白
鳥
と
の
論
争
を
振
り
返
り
、
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
唱
導
は
、

文
学
方
法
と
し
て
は
と
も
か
く
文
学
精
神
か
ら
は
、
自
然
主
義
の
生
活
主
義
に
た

い
す
る
思
想
主
義
の
対
置
で
あ
っ
た
」
と
し
、
自
分
と
白
鳥
の
論
争
は
、
「
た
う

ぜ
ん
思
想
と
実
生
活
の
問
題
に
発
展
す
べ
き
性
質
の
も
の
だ
っ
た
、
」
「
そ
れ
を
十

年
後
に
、
小
林
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
家
出
と
い
ふ
事
実
の
解
釈
に
か
ら
ん
で
、
白
鳥

を
相
手
に
発
展
さ
せ
て
く
れ
た
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

つ
ま
り
、
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青
野
は
、
小
林
の
主
張
に
、
自
分
達
の
立
場
の
代
弁
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
も

う
一
つ
は
、
中
野
重
治
の
見
方
で
、
「
閏
二
月
二
九
日
」
(
昭
日
・

4
)
の
中
で
は
、

「
と
に
か
く
分
る
と
こ
ろ
だ
け
を
見
る
と
、
実
生
活
か
ら
別
れ
て
行
っ
た
思
想
だ

け
が
大
思
想
で
あ
っ
て
、
さ
し
づ
め
小
林
な
ど
は
大
思
想
家
と
い
ふ
こ
と
に
な
り

さ
う
に
な
る
。
」
と
い
う
皮
肉
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
文
章
の
、
別
の

箇
所
に
は
、
小
林
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
の
大
学
生
の
話
を
あ
げ
、
「
か
う
い
ふ
新
し

い
文
学
的
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
は
、
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
考
へ
や
思
想
を
言
葉
に
す
る

ま
で
は
い
い
が
、
言
葉
に
し
た
途
端
に
そ
れ
を
鬼
と
し
て
化
石
さ
せ
て
、
そ
れ
を

恐
れ
る
こ
と
で
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
遊
戯
に
耽
っ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
」
と

も
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
中
野
は
、
小
林
の
主
張
に
、
文
学
主
義
的
な
観
念

性
を
か
ぎ
つ
け
、
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
聞
に
は
、
世
代
的
な
差
や
資
質
的
な
差
が
あ
り
、
見
方
が
違
っ
て
い
る



の
は
当
然
だ
と
言
え
よ
う
が
、
青
野
は
、
小
林
に
共
感
を
示
し
、
中
野
は
、
頑
と

し
て
小
林
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
特
に
、
「
閏
二
月
二
九
日
」

の
中
で
、
中
野
は
、
小
林
の
そ
れ
ま
で
の
批
評
活
動
全
休
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
、

そ
こ
に
、
中
野
の
小
林
へ
の
敵
対
意
識
の
根
深
さ
を
う
か
が
い
知
ら
さ
れ
る
の
で

あ
る
。そ

れ
に
し
て
も
、
小
林
へ
の
敵
対
意
識
は
と
も
か
く
と
し
て
、
や
は
り
、
中
野

重
治
の
批
判
は
、
小
林
に
と
っ
て
手
痛
い
部
分
を
衝
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
思

想
と
実
生
活
」
論
争
に
お
け
る
小
林
の
主
張
に
は
、
確
か
に
、
中
野
の
批
判
す
る

よ
う
な
観
念
性
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
初
期
の
小
林
の
批
評
活
動
の
中
心
に
は
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
観
念
性
、
概
念
性
を
衝
く
と
い
う
活
動
が
あ
っ
た
。
そ
う

い
う
観
念
性
、
概
念
性
に
対
置
さ
れ
る
も
の
が
、
文
壇
登
場
以
前
に
獲
得
さ
れ
た

理
論
そ
の
も
の
の
直
接
的
投
影
で
な
く
、
個
人
の
感
情
と
い
っ
た
、
「
古
い
」
時

代
に
つ
な
が
る
批
評
的
感
性
に
よ
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
に
つ

い
て
は
、
先
に
触
れ
た
。
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
で
は
、
小
林
は
、
自
分
の
理

論
が
生
か
さ
れ
る
時
代
が
来
た
と
い
う
状
況
認
識
に
基
づ
き
、
白
鳥
の
根
強
い
「
実

生
活
」
理
念
を
相
手
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
立
場
を
逆
転
さ
せ
、
観
念
的

と
す
ら
思
え
る
主
張
を
敢
え
て
し
た
の
で
あ
る
。
青
野
季
士
ロ
が
、
自
分
達
の
立
場

の
代
弁
者
と
し
て
小
林
を
見
て
い
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

江
藤
淳
氏
は
、
「
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
が
今
日
の
読
者
に
示
し
て
い
る
の
も
、

小
林
の
孤
独
な
認
識
と
当
時
の
通
念
と
の
断
絶
で
あ
る
。
」
(
『
小
林
秀
雄
」
)
と
書

い
て
い
る
。
果
し
て
、
小
林
一
人
だ
け
が
、
何
も
か
も
承
知
し
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
、
小
林
の
状
況
認
識
自
休
に
甘
さ
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

ま
で
の
自
分
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
立
場
を
逆
転
さ
せ
て
ま
で
、
小
林

が
、
「
実
生
活
」
に
訣
別
し
た
「
思
想
」
の
存
在
を
提
示
し
た
の
は
、
自
意
識
論

が
有
効
性
を
持
つ
新
し
い
時
代
を
迎
え
た
、
と
い
う
状
況
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
前
に
書
か
れ
た
「
私
小
説
論
」
の
中
で
、
ジ
イ
ド
流
の
自
意
識
の
文

学
を
提
出
し
た
の
も
、
同
じ
状
況
認
識
に
発
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
林

の
思
い
描
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
が
根
付
く
よ
う
な
文
学
状
況
に
な
っ
た
だ
ろ
う

か
。
そ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
詳
し
く
論
ず
る
の
は
別
の
機
会
を
待
ち
た
い
が
、

た
だ
、
そ
う
い
う
こ
と
も
、
小
林
自
身
が
逸
早
く
気
付
い
た
ら
し
い
こ
と
だ
け
は

言
い
添
え
て
置
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

「
菊
地
寛
弘
田
の
中
で
、
菊
池
寛
に
、
「
生
活
者
」
の
像
を
見
出
し
、
讃
辞

を
贈
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
終
了
の
半
年
後
、
昭
和
十

二
年
一
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

〔注〕

(
1
)
吉
田
熊
生
「
後
記
」
(
『
論
集
・
小
林
秀
雄
I
』
麦
書
一
房
昭
“
・

7
)
。

(
2
)
「
大
作
家
論
」
(
「
光
」
昭
幻
・

1
)
。
問
題
と
な
る
の
は
、
次
の
や
り
と
り
で
あ

る。
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小
林
僕
が
思
想
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
き
り
に
言
っ
た
ら
ば
、
正
宗
さ
ん

は
、
思
想
な
ん
て
何
で
も
な
い
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
殺
生
石
の
よ
う
な
に
お
い
の

方
が
大
事
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
当
時
、
僕
に
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
な
ん
で
す
が
、
殺
生
石
は
正
宗
さ
ん
の
憧
れ
だ
っ
た
ん
で
す
な
、
あ

れ
は
正
宗
さ
ん
の
思
想
だ
。

正
宗
悩
み
と
い
う
も
の
に
対
し
て
?

小
林
え
え
。
実
生
活
的
悩
み
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
で
す
ね
。

(
3
)
星
加
輝
光
「
白
鳥
に
対
す
る
小
林
秀
雄
」
(
「
九
州
作
家
」
昭
幻
・

8
、

ω)。

(
4
)
三
好
行
雄
「
昭
和
期
の
文
学
論
争
」
(
「
国
文
学
」
昭
お
・

7
)
。

(
5
)
石
阪
幹
将
「
思
想
・
実
生
活
論
争
の
文
学
的
意
義
」
(
「
文
芸
研
究
」
昭
日
・

3
)
。

(
6
)
江
藤
淳
『
小
林
秀
雄
』
(
講
談
社
昭
鉛

-
U
)
。

(
7
)
平
野
謙
「
昭
和
文
学
史
』
(
筑
摩
書
房
昭
お
・
ロ
)
。



(
8
)
青
野
季
士
口
「
白
鳥
・
小
林
の
ト
ル
ス
ト
イ
論
争
」
(
「
文
学
界
」
昭
お
・

9
)
。

(
9
)
小
林
秀
雄
は
、
中
野
重
治
の
「
間
二
月
二
九
日
」
の
批
判
に
対
し
て
、
「
中
野
重

治
君
へ
」
(
東
京
日
日
新
聞
」
昭
U
年
4
月
2
、
3
日
)
で
応
え
て
い
る
。

(
叩
)
原
題
「
菊
池
寛
」
(
「
中
央
公
論
」
昭
ロ
・

1
)
。

〔
付
記
〕

「
思
想
と
実
生
活
」
論
争
の
引
用
文
は
、
『
現
代
日
本
文
学
論
争
史
下
』
(
未
来
社

昭
幻
・

7
)
の
本
文
に
依
っ
た
。
そ
の
他
の
、
小
林
秀
雄
の
引
用
文
は
、
「
小
林
秀
雄
全
集
』

(
新
潮
社
昭

U
1円
相
)
に
依
っ
た
。
た
だ
し
、
漢
字
休
は
現
行
の
漢
字
休
に
書
き
改
め

た。
本
稿
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
、
終
始
磯
只
英
夫
先
生
の
御
指
摘
増
を
賜
っ
た
。
感
謝
申
し
上

げ
る
。
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