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横
光
利
一
が
昭
和
五
年
九
月
の
『
改
造
』

に
発
表
し
た
「
機
械
」
と
い
う
作

品
を
、
自
意
識
の
増
殖
と
自
我
解
体
の
ド
ラ
マ
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る

乙
と
は
、

か
な
り
一
般
的
な
通
説
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

と
う
し
た
通
説
の
出
発
点
に
、

小
林
秀
雄
が
同
年
十
一
月
の
『
文
芸
春
秋
』
に
書

、
.e】、
'
u
J
L
 

「
横
光
利
一
」
と
い
う
批
評
が
あ
る
と
い
う
乙
と
も
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

-つ。
一方、

乙
の
小
林
の
批
評
が
「
機
械
」
に
対
し
て
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か

ど
う
か
を
、
す
な
わ
ち
、
自
我
を
解
体
に
ま
で
追
い
つ
め
る
深
刻
な
自
意
識
の
ド

ラ
マ
と
い
っ
た
も
の
が
本
当
に
「
機
械
」
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
、
疑

同
視
す
る
む
き
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
と
で
は
、

小
林
の
批
評
は
、
新
し
い
、
自

意
識
の
文
学
出
現
の
ゆ
め
と
い
う
小
林
自
身
の
願
望
か
ら
生
じ
た
深
読
み
で
あ
り
、

「
機
械
」
と
い
う
作
品
の
、

ま
た
、
横
光
利
一
と
い
う
作
家
の
実
質
に
即
し
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

確
か
に
、
小
林
の
論
は
極
め
て
陵
昧
で
あ
り
、

そ
の
特
妹
な
象
徴
語
の
意
味
を
、

遠

藤

伸

治

「
機
械
」
と
は
異
な
っ
た
意
味
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
。
し

か
し
、
逆
に
、
小
林
の
意
図
に
沿
っ
て
、

「
機
械
」
に
即
し
た
も
の
と
し
て
小
林

の
批
評
を
読
む
と
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

「
誰
か
も
う
私
に
代
っ
て
私
を
審
い
て
く
れ
己
と
い
う
追
い
つ
め
ら
れ

「
乙
の
作
品
の
手
法
は
新
し
い
。
そ
れ
は
全

円
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た
叫
び
で
終
わ
る

伶
新
し
い
の
だ
己

「
機
械
」
と
、

(
傍
点
小
林
)
と
い
っ
た
小
林
の
批
評
の
調
子
と
が
、
異
質
な

も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
乙
と
も
確
か
で
あ
り
、

そ
と
に
小
林
自
身
の
願
望
が
あ

る
と
す
る
と
と
も
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
機
械
」
の
よ
う
な
作
品
を
横

光
が
常
一
日
き
、

そ
う
し
た
作
品
に
新
し
い
文
学
の
可
能
性
を
小
林
が
期
待
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
乙
そ
、
当
時
の
文
学
的
状
況
に
お
け
る
問
題
が
あ
る
と

口
口
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

ひ
い
て
は
当
時
の
文
学
的
状
況

「
機
械
」
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、

「
機
械
」
と
小
林
の
批
評
と
が
共
有
す
る
も

の
に
つ
い
て
考
え
る
と
と
も
、
重
要
な
乙
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、

「
機
械
」
に
即
し
た
も
の
と
し
て
小
林
の
批
評
を
解
読

す
る
と
と
か
ら
、
考
察
を
始
め
た
い
。



小
林
の
批
評
は
、
作
品
「
日
輪
」
か
ら
「
花
園
の
思
想
」
ま
で
で
横
光
の
一
つ

の
時
期
が
終
わ
っ
た
と
し
、
続
い
て
、

「
機
械
」
に
示
さ
れ
た
新
し
い
歩
み
に
期

待
を
寄
せ
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
小
林
は
、

「
日
輪
」
か
ら
「
花
園

の
思
想
」
ま
で
の
横
光
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
輪
」
は
「
日
輪
」
以
前
の
諸
作
に
対
す
る
叛
逆
で
あ
っ
た
。
以
前
は

現
実
と
共
に
流
れ
て
ゐ
た
肉
眼
を
、

現
実
の
手
か
ら
怒
っ
て
掌
の
上
に
の
せ

た
。
忽
ち
肉
限
は
仮
眠
と
な
っ
た
。

「
日
輪
」
の
眼
は
破
瑠
の
服
だ
。
そ
し

て
擬
限
発
見
の
歓
喜
が
、

乙
の
作
に
最
後
の
点
晴
を
与
へ
た
の
だ
。
擬
眼
の

訪
箆
の
う
ち
に
、
氏
は
氏
の
作
品
に
千
番
に
一
番
の
点
晴
を
与
へ
る
為
に
、

己
れ
の
最
も
動
揺
す
る
心
す
ら
擬
眼
へ
の
費
と
す
る
時
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
形
は
す
べ
て
で
あ
る
と
氏
は
信
じ
た
。

い
か
に
も
形
は
す
べ
て

で
あ
る
。
だ
が
氏
の
心
は
形
に
つ
い
て
動
く
事
を
禁
じ
ら
れ
て
ゐ
た
。
氏
に

は
形
を
動
か
し
て
心
ま
で
引
き
摺
っ
て
来
る
他
に
術
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て

心
は
遂
に
形
と
な
っ
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
小
林
に
よ
れ
ば
、

「
機
械
」
に
至
る
ま
で
の
横
光
は
、

「
日
輪
」
で

発
見
し
た
「
擬
眼
」
、
ま
た
は
、

「
致
用
の
眼
」
と
い
っ
た
も
の
の
可
能
性
を
、

夫
人
の
臨
終
を
描
い
た
「
花
園
の
思
想
」
で
、

「
己
れ
の
最
も
動
揺
す
る
心
す
ら
擬

眼
の
賢
と
す
る
」
と
乙
ろ
ま
で
追
求
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
自
然
に

現
実
を
と
ら
え
る
肉
限
に
対
し
、
見
る
者
の
心
に
従
っ
て
現
実
を
裁
断
し
、
現
実

を
造
形
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
方
法
の
可
能
性
を
、
極
限
ま
で
追
求
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
時
期
に
は
、
横
光
の
心
情
と
造
形
さ
れ
た
現
実
と
は

一
致
し
て
い
た
、
と
小
林
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

と
う
し
た
一
致
が
崩
れ
だ
し
た
と
し
て
、

「
花
園
の
思
想
」
以
後
、

小
林
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

併
し
、
氏
の
貧
禁
な
服
に
は
、
自
然
の
崩
壊
は
遅
す
ぎ
た
。
崩
抜
は
狂
気

の
様
に
援
助
さ
れ
た
。
兇
暴
な
迎
行
が
敢
行
さ
れ
た
。
氏
は
己
れ
の
心
の
形

を
寸
断
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
現
実
か
ら
総
ん
だ
眼
の
返
済
を
架
さ
う
と
し
た
。

乙
れ
が
上
海
を
舞
台
と
し
た
作
品
を
中
心
と
す
る
故
近
の
諸
作
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
自
己
の
心
情
と
造
形
さ
れ
た
現
実
と
の
一
致
の
崩
れ
に
気
づ
い
た

と
き
、
横
光
は
、
自
然
の
崩
壊
に
ま
か
せ
ず
、
例
え
ば
「
上
海
」
と
い
っ
た
作
品

で
、
自
己
の
心
情
と
造
形
さ
れ
た
現
実
と
の
関
川
聞
を
自
ら
寸
断
し
、
敢
え
て
現
実

を
造
形
し
て
認
識
す
る
「
擬
限
」
以
前
の
状
態
へ

「
遡
行
」
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、

新
し
い
方
向
を
模
索
し
て
い
た
の
だ
、

と
小
林
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

ζ

う
し
た
、
混
沌
と
し
た
状
態
へ
の
「
遡
行
」
を
通
し
て
行
わ
れ
た

模
索
の
成
果
と
そ
、

「
機
械
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
小
林
の
論

理
は
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
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乙
乙
ま
で
の
小
林
の
論
理
を
要
約
す
る
と
、
現

実
を
自
然
に
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、

心
情
に
沿
っ
て
主
観
的
に
造
形
し
て
い
た

横
光
が
、

「
日
輪
」
に
お
い
て
そ
の
方
法
を
自
意
識
し
、

そ
の
方
法
自
体
を
追
求

す
る
あ
ま
り
、
自
ら
の
造
形
と
自
己
の
心
情
と
が
一
致
し
な
い
分
裂
状
態
に
陥
り
、

そ
乙
で
、
新
し
い
方
向
を
枚
索
し
て
「
機
械
」
に
至
っ
た
、
と
い
う
と
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、

「
機
械
」
に
つ
い
て
の
小
林
の
分
析
を
み
る
と
、

「
機
械
」
と
い
う
作

品
は
作
者
の
「
決
然
た
る
覚
悟
」
を
語
る
「
倫
理
常
一
こ
で
あ
り
、

そ
の
「
覚
悟
」

を
表
現
し
て
い
る
の
は
、

「
お
人
好
し
」
の
主
人
や
「
常
識
人
」
の
軽
部
や
「
理

論
家
」
の
屋
敷
と
い
っ
た
、
作
者
の
あ
や
つ
る
俄
儲
的
な
人
物
で
は
な
く
、

「私」

と
い
う
独
自
な
人
物
で
あ
る
、
と
い
う
と
と
ろ
か
ら
分
析
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
小
林
は
、

「
常
識
家
」
軽
部
と
「
私
」
と
が
対
立
し
て
い
る
場
面
を
「
機



械
」
か
ら
引
用
し
、
「
私
」
の
独
自
性
を
際
立
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

小
林
が
引
用
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

「
よ
く
/
(
¥
軽
部
も
腹
が
立
っ
た
と
見
え
て
あ
る
と
き
軽
部
の
使
っ
て
ゐ

た
穴
ほ
ぎ
用
の
ペ
ル
ス
を
私
が
使
は
ふ
と
す
る
と
急
に
見
え
な
く
な
っ
た
の

で
君
が
い
ま
さ
き
ま
で
使
っ
て
ゐ
た
で
は
な
い
か
と
云
ふ
と
、
使
っ
て
ゐ
た

つ
て
な
く
な
る
も
の
は
な
く
な
る
の
だ
、
な
け
れ
ば
見
付
か
る
ま
で
自
分
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
も
さ
う
だ
と
思
っ
て
、
私

担
せ
ば
良
い
で
は
な
い
か
と
軽
部
は
云
ふ
。

は
ペ
ル
ス
を
自
分
で
担
し
続
け
た
の
だ
が
ど
う
し
て
も
見
付
か
ら
な
い
の
で

そ
こ
で
ふ
と
私
は
軽
部
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
見
る
と
そ
と
に
ち
ゃ
ん
と
あ
っ
た
の

で
黙
っ
て
取
り
出
さ
う
と
す
る
と
、
他
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
へ
無
断
で
手
を
入
れ
る

奴
が
あ
る
か
と
云
ふ
。
他
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
は
ポ
ケ
ッ
ト
で
も
此
の
作
業
場
に

ゐ
る
聞
は
誰
の
ポ
ケ
ッ
ト
で
も
閉
じ
事
だ
と
云
ふ
と
、

さ
う
云
ふ
考
へ
を
持

っ
て
ゐ
る
奴
だ
か
ら
と
そ
主
人
の
仕
事
だ
っ
て
図
々
し
く
盗
め
る
の
だ
と
云

ふ
」ー

(
傍
点
小
林
)

乙
の
引
用
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
小
林
は
分
析
し
て
い
る
。

「
使
っ
て
ゐ
た
っ
て
な
く
な
る
も
の
は
な
く
な
る
の
だ
、

な
け
れ
ば
見
付
か

る
ま
で
自
分
で
授
せ
ば
良
い
で
は
な
い
か
」
、

こ
れ
は
向
に
立
派
な
理
論
で

あ
る
。
だ
が
、
軽
部
に
し
て
み
れ
ば
た
Y

「
私
」
を
怒
ら
す
目
的
で
自
然
と

口
に
出
た
意
地
の
悪
い
感
情
の
言
葉
に
過
ぎ
ぬ
。
理
論
の
意
味
は
全
然
な
い
。

乙
れ
を
そ
れ
も
さ
う
だ
と
思
っ
た
「
私
」
は
、
愚
鈍
か
ら
さ
う
思
っ
た
の
ぢ

ゃ
な
い
。
此
言
葉
を
純
粋
な
理
論
と
し
て
受
け
た
の
だ
。
理
論
と
し
て
受
け

た
の
は
「
私
」
が
理
論
家
で
あ
っ
た
為
で
も
な
い
。
理
論
家
な
ら
、
相
手
の

感
情
の
言
葉
を
理
論
だ
と
思
ふ
筈
は
な
い
。

「
私
」
と
い
ふ
人
間
の
無
垢
に

と
っ
て
は
、
世
の
中
の
約
束
に
閲
す
る
法
則
は
示
す
が
、

そ
れ
自
身
の
法
則

は
全
然
示
さ
な
い
処
の
軽
部
の
感
情
は
全
然
意
味
を
な
さ
な
い
の
だ
、
意
味

が
あ
る
の
は
軽
部
が
さ
う
言
っ
た
と
い
ふ
現
実
だ
け
だ
。
そ
し
て
乙
の
現
実

が
純
粋
な
理
論
と
し
て
映
っ
た
の
だ
。

乙
の
時
、
裸
形
の
現
実
は
理
論
そ
の

も
の
な
の
だ
。

「
私
」
は
最
も
明
瞭
に
法
則
を
明
か
し
て
く
れ
た
現
実
と
い

ふ
機
械
の
一
部
を
と
の
時
見
て
ゐ
る
の
だ
。

先
に
小
林
の
論
理
の
流
れ
を
追
う
と
、

小
林
が
軽
部
を
「
常
識
家
」
と
呼
ん
だ

の
は
、
軽
部
が
「
私
」
に
対
す
る
感
情
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
か
ら
で
あ
り
、
彼

の
行
為
が
人
間
関
係
と
そ
と
に
生
じ
る
感
情
と
に
つ
い
て
の
「
世
の
中
の
約
束
」

を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
確
か
に
、
社
会
的
な
約
束
、

例
え
ば
法
律
と
い
っ
た
も
の
を
思
い
浮
か
べ
て
も
、

そ
れ
は
、
人
間
関
係
と
そ
乙

に
生
じ
る
感
情
や
欲
望
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
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「
私
」
は
、
軽
部
と
自
分
と
の
関
係
や
軽
部
の
感
情
を
考
慮

す
る
と
と
な
く
、
軽
部
の
言
葉
を
文
字
ど
お
り
の
意
味
に
と
る
の
で
あ
り
、

そ
う

し
た
「
私
」
の
態
度
を
、
小
林
は
「
無
垢
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
る
。
確
か

に
、
人
間
関
係
や
自
分
に
対
す
る
感
情
を
考
慮
し
な
い
態
度
は
「
無
垢
」
と
呼
ん

で
も
よ
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

「
使
っ
て
ゐ
た
っ
て
な
く
な
る
も
の
は
な
く
な

る
の
だ
、

な
け
れ
ば
見
付
か
る
ま
で
捜
せ
ば
良
い
で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
の
よ
う
に
人
間
関
係
や
感
情
を
排
除
す
る
な
ら
ば
、
論
理
的
な
形
式
を
備
え
て

い
る
と
い
う
と
と
も
で
き
、

し
た
が
っ
て
、

そ
れ
を
「
純
粋
な
理
論
」
と
呼
ん
で

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
小
林
の
論
理
の
流
れ
を
追
う
と
、
小
林
は
、

「
私
」
の
「
無
垢
」
な
態

度
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
」
の
無
垢
は
、
前
章
に
述
べ
た
通
り
、
理
論
そ
の
も
の
だ
。
機
械
の
自

意
識
だ
。
勿
論
、

「
私
」
は
世
の
中
の
約
束
も
亦
機
械
で
あ
る
事
を
知
っ
て



ゐ
る
が
、

ζ

の
織
械
は
約
束
の
法
則
し
か
明
か
さ
な
い
。
約
束
の
法
則
と
機

械
全
体
の
法
則
と
の
関
係
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

「
私
」
の
無
垢
は
又
勿
論

機
械
の
一
部
だ
が
、
乙
の
一
部
は
機
械
全
体
の
法
則
を
明
か
し
て
ゐ
る
。

「私」

に
と
っ
て
正
当
な
の
は
ζ

の
明
ら
か
な
機
械
全
体
の
法
則
だ
け
だ
。

「私」

と
は
全
く
理
論
的
存
在
で
あ
り
、
又
存
在
す
る
担
論
で
あ
る
。
嘘
と
は
た
Y

不
明
を
明
瞭
と
誤
る
処
に
あ
る
。
そ
れ
以
外
に
凡
そ
嘘
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。

「
私
」
の
倫
理
は
デ
カ
ル
ト
の
倫
理
で
あ
る
。

小
林
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
作
品
「
機
械
」
に
お
け
る
「
私
」
も
、

「
無
括
」
だ

け
で
な
く
「
世
の
中
の
約
束
」
も
ま
た
「
機
械
」
と
い
う
現
実
の
一
部
を
構
成
し

て
い
る
と
と
を
、
知
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、

人
間
関
係
や
そ
と
に
生
じ
る

感
情
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
相
対
的
な
「
世
の
中
の
約
束
」
か
ら
は
、

「
全
体
の

法
則
」
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
が
で
き
な
い
の
に
対
し
、

人
間
関
係
や
感
情
と
い

「
た
状
況
に
よ
る
歪
曲
を
排
除
す
れ
ば
、

そ
の
「
無
垢
」
な
限
で
と
ら
え
た
現
実

の
一
断
片
か
ら
「
全
体
の
法
則
」
ま
で
を
論
理
的
に
明
瞭
な
形
で
た
ど
る
乙
と
が

で
き
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
乙
で
、

「
私
」
は
、
状
況
に
左
右
さ
れ
な
い
「
無
垢
」

な
限
と
、

そ
れ
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
現
実
の
一
部
と
を
、
唯
一
正
当
な
も
の
と
す

る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
「
私
」
の
態
度
が
、
哲
学
を
絶
対
的
な
耳
目

そ
し
て
、

と
、
す
な
わ
ち
、

コ
ギ
ト
か
ら
演
綜
さ
れ
る
閉
じ
ら
れ
た
体
系
と
し
よ
う
と
し
た

デ
カ
ル
ト
の
よ
う
だ
、

と
小
林
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
小
林
の
指
摘
し
て
い
る
「
私
」
の
独
自
な
態
度
と
は
、

人
間
関
係

や
そ
乙
に
生
じ
る
感
情
と
い
っ
た
、
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
左
右
さ
れ
ま

い
と
す
る
と
と
で
あ
り
、
現
実
を
、

そ
の
一
部
か
ら
全
体
ま
で
が
論
理
的
に
関
係

づ
け
ら
れ
た
純
粋
な
統
一
体
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

乙
の
小
林
の
指
摘
が
、
作
品
「
機
械
」
に
妥
当
す
る
と
と
は
、
先
に
小
林
が
「
機

械
」
か
ら
引
用
し
た
部
分
、
す
な
わ
ち
、

「
私
」
が
軽
部
の
感
情
的
な
言
葉
を
ま

と
も
に
相
手
に
し
な
い
部
分
だ
け
で
な
く
、

そ
の
直
前
の
部
分
も
あ
わ
せ
て
み
る

と
、
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
了
解
さ
れ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

そ
れ
か
ら
の
私
は
化
合
物
と
元
素
の
有
機
関
係
を
験
ベ
る
乙
と
に
ま
す
ま
す

興
味
を
向
け
で
い
っ
た
の
だ
が
、

こ
れ
は
興
味
を
持
て
ば
持
つ
ほ
ど
今
迄
知

ら
な
か
っ
た
無
機
物
内
の
微
妙
な
有
機
的
運
動
の
急
所
を
読
み
と
る
こ
と
が

出
来
て
来
て
、

い
か
な
る
小
さ
な
と
と
に
も
機
械
の
や
う
な
法
則
が
係
数
と

な
っ
て
実
体
を
計
っ
て
ゐ
る
乙
と
に
気
附
き
出
し
た
私
の
唯
心
論
的
な
眼
醒

め
の
第
一
歩
と
な
っ
て
来
た
。
し
か
し
軽
部
は
前
ま
で
誰
も
這
入
る
乙
と
を

許
さ
れ
な
か
っ
た
暗
室
の
中
へ
自
由
に
這
入
り
出
し
た
私
に
気
が
つ
く
と
、

私
を
見
る
顔
色
ま
で
が
変
っ
て
来
た
。

あ
ん
な
に
早
く
か
ら
一
に
も
主
人
二

に
も
主
人
と
思
っ
て
来
た
軽
部
に
も
拘
ら
ず
新
参
の
私
に
許
さ
れ
た
乙
と
が

po 

彼
に
許
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
い
ま
ま
で
の
私
へ
の
彼
の
管
戒
も
何
の
役
に
も

立
た
な
く
な
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
、
う
っ
か
り
す
る
と
彼
の
地
位
さ
へ
私

が
自
由
に
左
右
し
出
す
の
か
も
し
れ
ぬ
と
思
っ
た
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
。
だ

か
ら
私
は
幾
分
彼
に
遠
慮
す
べ
き
だ
と
云
ふ
ぐ
ら
ゐ
は
分
っ
て
ゐ
て
も
伺
も

さ
-
つ
い
ち
い
ち
軽
部
軽
部
と
彼
の
服
の
色
ば
か
り
を
気
伎
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ

ど
の
人
で
も
な
し
、

い
つ
も
の
や
う
に
軽
部
の
奴
い
っ
た
い
い
ま
に
ど
ん
な

乙
と
を
し
出
す
か
と
そ
ん
な
乙
と
の
方
が
却
っ
て
興
味
が
出
て
来
て
な
か
な

か
同
情
な
ん
か
す
る
気
に
も
な
れ
な
い
の
で
、

そ
の
ま
ま
頭
か
ら
見
降
す
や

う
に
知
ら
ぬ
顔
を
続
け
て
ゐ
た
。

と
の
部
分
は
、
ネ

l
ム
プ
レ
ー
ト
の
着
色
の
研
究
を
す
る
主
人
を
手
伝
う
た
め

に
、
化
学
方
程
式
の
読
め
る
「
私
」
が
暗
室
へ
の
出
入
り
を
許
さ
れ
、

そ
れ
が
古

参
の
職
人
で
あ
る
軽
部
の
競
争
心
を
刺
激
し
、
腹
を
た
て
た
軽
部
が
「
私
」
に
対



し
て
意
地
の
恕
い
態
度
を
と
る
、
と
い
う
よ
う
に
小
林
の
引
用
場
面
に
続
い
て
い

く
部
分
で
あ
る
。

そ
し
て
、

乙
と
に
も
、

小
林
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
「
私
」

の
態
度
を
読
み
取
る
と
と
が
で
き
る
。

「
私
」
は

「
化
合
物
と
元
素
と
の
有
機
関
係
を
験
べ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
い

か
な
る
小
さ
な
と
と
に
も
機
械
の
や
う
な
法
則
が
係
数
と
な
っ
て
実
体
を
計
っ
て

ゐ
る
乙
と
に
気
附
き
」
、

「
唯
心
論
的
な
眼
醒
め
の
第
一
歩
」
を
踏
み
出
し
た
と

し
て
い
る
が
、

そ
と
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
私
」
が
、
単
に
物
質
相
互
の
関
係

を
正
確
に
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

「私」

は
、
物
と
物
と
の
関
係
を
、

一
つ
一
つ
の
要
素
が
緊
密
に
関
係
し
合
っ
て
統
一
的

全
体
を
形
成
す
る
「
有
機
関
係
」
と
し
、
全
て
の
要
素
が
、

い
か
な
る
小
さ
な
乙

と
で
あ
っ
て
も
、

「
機
械
」
の
よ
う
に
正
確
で
論
泣
的
な
法
則
に
よ
っ
て
、
恒
久

不
変
の
「
実
体
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

「
私
」
の
関
心
は
、

物
と
物
と
の
関
係
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

そ
う
し
た
表
面
的

で
形
式
的
な
現
象
の
根
源
に
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
全
体
を
論
理
的
に
統
一
す
る
実
体

と
し
て
の
精
神
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
乙
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
う
し
た
「
私
」
の
認
識
は
、

「
私
」
が
実
際
に
は
不
|
ム
プ
レ
ー
ト
工
場
の

一
労
働
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純
粋
な
科
学
者
や
形
而
上
学
者
を
連
想
さ

せ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
、
単
に
物
理
的
対
象
や
観
念
的
対
象

「
私
」
の
場
合
、

に
つ
い
て
の
も
の
で
は
な
く
、

人
間
的
事
象
、

人
間
相
互
の
社
会
的
関
係
に
対
す

る
も
の
に
ま
で
敷
前
さ
れ
て
い
る
乙
と
は
、
例
え
ば
「
私
」
の
軽
部
に
対
す
る
態

度
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

暗
室
に
入
る
乙
と
で
自
分
に
対
す
る
軽
部
の
敵
意
が

「
払
」
は
、

強
く
な
っ
た
と
と
、

し
た
が
っ
て
、
軽
部
に
遠
思
し
た
方
が
よ
い
こ
と
、
な
ど
と

い
っ
た
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
(
小
林
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
世
の
中
の

約
束
」
)
に
気
づ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軽
部
を
純
粋
に
心
理
的
興
味
の

対
象
と
し
て
の
み
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
う
し
た
「
私
」
の
態
度
は
、
軽
部
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
続
け
て
作
品

「
機
械
」
を
み
て
い
く
と
、

「
私
」
と
い
う
職
人
が
雇
わ
れ
て
か
ら

「
私
」
は
、

の
軽
部
の
心
理
を
た
ど
っ
た
の
と
同
様
に
、
不

l
ム
プ
レ
ー
ト
の
大
量
注
文
に
よ

っ
て
新
し
く
屋
敷
と
い
う
職
人
が
雇
わ
れ
て
か
ら
の
、
軽
部
と
「
私
」
自
身
と
の

心
の
動
揺
を
、
心
理
の
論
理
的
な
関
連
の
中
に
定
若
さ
せ
よ
う
と
努
め
て
い
る
の

で
あ
り
、
小
林
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
純
粋
に
論
理
的
な
全
体
と
し
て
現
実

を
認
識
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
の
指
向
は
、
作
品
「
機
械
」
全
体
を
通
し
て
一
貫

し
て
い
る
と
い
え
る
。

乙
乙
で
、
小
林
の
批
評
に
一
民
る
前
に
、

と
の
「
私
」
の
認
識
指
向
が
、
作
品
「
機

n
t
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械
」
全
体
を
通
し
て
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
続
け
て
み
て
い
き
、

そ
の

後
で
、

そ
う
し
た
作
品
構
造
に
小
林
の
批
評
が
妥
当
す
る
か
ど
う
か
を
み
る
と
と

に
し
た
い
。

ま
ず
、

「
私
」
の
認
識
指
向
の
中
で
、
不
動
の
実
体
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、

主
人
で
あ
る
。

「
機
械
」
と
い
う
作
品
は
、
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
工
場
の
中

心
が
、
危
険
な
作
業
を
実
際
に
行
う
労
働
者
と
し
て
の
軽
部
や
「
私
」
で
は
な
く
、

ま
た
、
経
済
を
握
っ
て
い
る
細
君
で
も
な
く
、

「
せ
い
ぜ
い
五
に
な
っ
た
男
の
子

を
そ
の
ま
ま
四
十
に
持
っ
て
来
た
」
よ
う
な
無
垢
な
主
人
で
あ
る
と
い
う
と
乙
ろ
か

ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
直
情
径
行
な
行
動
人
と
論
理
を
指
向
す
る
知
的
人
間
と
い

う
追
い
乙
そ
あ
れ
、
軽
部
も
「
私
」
も
、
自
分
た
ち
が
無
垢
で
は
あ
り
え
な
い
が

ゆ
え
に
、
無
垢
な
主
人
に
魅
か
れ
、
主
人
を
守
ろ
う
と
す
る
、
と
い
う
点
で
は
同
じ
で

あ
り
、

さ
ら
に
は
、
主
人
の
無
お
の
魅
力
が
工
場
の
経
営
に
も
良
い
影
響
を
与
え



る
と
い
う
形
で
、
経
済
的
な
人
間
で
あ
る
細
君
も
含
め
、

屋
敷
と
い
う
人
物
を
唯
一

の
例
外
と
し
て
、
全
て
が
主
人
を
中
心
と
し
て
動
く
よ
う
に
作
品
「
機
械
」
は
描

か
れ
て
い
る
。
主
人
は
、

そ
の
無
垢
の
魅
力
で
、

屋
敷
を
除
く
全
て
の
人
物
を
動

か
す
と
同
時
に
、
周
囲
の
状
況
に
は
全
く
動
か
さ
れ
る
と
と
が
な
い
。

作
品
「
機
械
」
の
展
開
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、

主
人
を
実
体
と
し

「
私
」
は
、

た
論
理
的
統
一
体
と
し
て
現
実
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
実
を
そ
の
よ
う
に
認
識
す
る
乙
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、

れ
に
は
、

「
私
」
が
と
の
例
外
と
し
て
の
屋
敷
を
自
分
の
認
識
の
中
に
統
合
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

最
初

屋
敷
は
、

「
同
じ
認
識
の
一
両
さ
で
う
ろ
つ
い
て
ゐ
る
視
線
と
云
ふ
も
の

は
一
度
合
す
る
と
底
ま
で
同
時
に
貫
き
合
ふ
の
だ
己
と
い
う
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど

「
私
」
の
分
身
と
い
っ
て
も
よ
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

「
私
」
と
屋
敷

と
を
区
別
す
る
も
の
は
、
次
の
よ
う
な
一
点
だ
け
で
あ
る
。

た
だ
私
と
彼
と
の
相
違
し
て
い
る
所
は
他
人
の
発
明
を
盗
み
込
ま
う
と
す
る
不

道
徳
な
行
為
に
関
し
て
の
見
解
だ
け
だ
。
だ
が
そ
れ
と
て
彼
に
は
彼
の
解
釈

の
仕
方
が
あ
っ
て
発
明
方
法
を
盗
む
と
云
ふ
こ
と
は
文
化
の
進
歩
に
と
っ
て

は
別
に
不
道
徳
な
乙
と
で
は
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
実
際
、

方
法
を
盗
む
と
い
う
乙
と
は
盗
ま
ぬ
者
よ
り
良
い
行
為
を
し
て
ゐ
る
か
も
し

れ
ぬ
の
だ
。
現
に
主
人
の
発
明
方
法
を
暗
室
の
中
で
隠
さ
う
と
努
力
し
て
ゐ

る
私
と
盗
ま
う
と
努
力
し
て
ゐ
る
屋
敷
と
を
比
較
し
て
み
る
と
屋
敷
の
行
為

の
方
が
そ
れ
だ
け
社
会
に
と
っ
て
は
役
立
つ
ζ

と
を
し
て
ゐ
る
結
果
に
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
を
思
ふ
と
さ
う
し
て
そ
ん
な
風
に
私
に
忠
は
し
め
て
来
た
屋

敷
を
恩
ふ
と
、

な
ほ
ま
す
ま
す
私
に
は
屋
敷
が
親
し
く
見
え
出
す
の
だ
が
、

さ
う
か
と
云
っ
て
私
は
主
人
の
創
始
し
た
無
定
形
セ
レ
ニ
ウ
ム
に
関
す
る
染

色
方
法
だ
け
は
知
ら
し
た
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
他
人
の
発
明
を
盗
み
込
ま
う
と
す
る
不
道
徳
な
行
為
」
と
い
う
よ
う
に
、
私

有
制
に
基
づ
く
道
徳
に
従
・
っ
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
、

「
私
」
と
屋
敷
と
の
相
違

点
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
相
違
点
に
関
し
て
も
、

「
私
」
は

屋
敷
に
共
感
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「
私
」
と
屋
敷
と
を
隔
て
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、

あ
く
ま
で
主
人
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
乙
と
、
す
な
わ
ち
、

「
私
」
が

そ

論
理
的
な
統
一
体
の
中
心
に
主
人
を
置
く
認
識
を
守
っ
て
、

そ
の
中
心
に
社
会
や

文
化
の
進
歩
と
い
っ
た
も
の
を
置
く
屋
敷
の
そ
れ
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
、

と
い
う
よ
う
に
だ
け
し
か
描
か
れ
て
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
屋
敷
と
同
化
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
理
由

が
は
っ
き
り
描
か
れ
な
い
と
い
う
乙
と
は
、

「
私
」
が
一
度
は
屋
敷
の
優
れ
た
認

識
を
認
め
よ
う
と
し
て
、

ー 18-

「
弟
子
に
し
て
も
ら
う
つ
も
り
で
」
自
分
の
進
む
べ
き

道
を
彼
に
た
ず
ね
る
場
面
に
、

さ
ら
に
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
塩
化
鉄
の
害
で
周
囲
が
不
毛
の
土
地
に
な
っ
た
工
場
を
見
て
く
る

よ
う
に
と
一
一
白
う
屋
敷
に
対
し
て
、

「
何
が
そ
れ
か
ら
む
の
か
私
に
は
分
ら
な
い
が

屋
敷
が
私
を
見
た
最
初
か
ら
私
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
た
彼
の
態
度
の
原
因
が
ち
ら
り

と
そ
と
か
ら
見
え
た
や
う
に
思
は
れ
る
と
、

い
っ
た
い
乙
の
男
は
ど
と
ま
で
私
を

馬
鹿
に
し
て
ゐ
た
の
か
底
が
見
え
な
く
な
っ
て
来
て
だ
ん
だ
ん
彼
が
無
気
味
に
な

る
と
同
時
に
、
そ
れ
な
ら
屋
敷
を
ひ
と
っ
こ
ち
ら
か
ら
軽
蔑
し
て
か
か
っ
て
や
ら

う
と
も
思
ひ
出
し
た
」

(
傍
点
引
用
者
)
と
い
う
よ
う
に
、
他
に
も
思
っ
た
と
と

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
屋
敷
に
対
す
る
敵
対
意
識
だ
け
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

作
品
の
初
め
か
ら
「
私
」
は
塩
化
鉄
の
害
を
認
識
し
て
お
り
、

乙
乙
で
も
屋
敷

の
言
葉
に
対
す
る
共
感
は
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。

「
私
」
は
、

屋
敷

つ
ま
り
、



の
言
葉
を
真
正
面
か
ら
受
け
と
め
、

そ
れ
に
共
感
す
る
乙
と
を
回
避
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

そ
れ
は
、
屋
敷
へ
の
共
感
を
続
け
る
と
、
「
私
」

の
認
識
は
状
況
に
向
っ
て
聞
か
れ
、

そ
の
純
粋
性
や
全
体
性
が
守
れ
な
く
な
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

「
私
」
が
軽
部
や
屋
敷
と
入
り
乱
れ
て
争
う
場
面
で
、
乙
う
し
た
「
私
」

の
態
度
が
無
理
な
も
の
で
あ
る
乙
と
が
は
っ
き
り
す
る
。

「
私
」
は
、
軽
部
に
殴

ら
れ
て
い
る
屋
敷
の
醜
い
顔
を
見
る
と
と
で
、
ま
た
、
屋
敷
に
代
わ
っ
て
自
分
が

殴
ら
れ
る
と
と
で
、
匡
敷
に
対
す
る
優
越
を
感
じ
る
の
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
、

「
私
」
を
殴
る
と
と
で
軽
部
の
暴
力
的
感
情
に
は
け
口
を
与
え
、
乱
闘
を
終
わ
ら

せ
た
「
屋
敷
の
優
れ
た
智
謀
に
焼
か
さ
れ
る
ば
か
り
」
に
な
り
、
次
の
よ
う
な
心

理
状
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
さ
う
云
は
れ
れ
ば
軽
部
に
火
を
点
け
た
の
は
私
だ
と
思
は
れ
た
つ

て
弁
解
の
仕
様
も
な
い
の
で
乙
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
屋
敷
が
私
を
殴
っ
た

の
も
私
と
軽
部
が
共
謀
し
た
か
ら
だ
と
思
っ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
は

れ
出
し
、
い
っ
た
い
本
当
は
ど
ち
ら
が
ど
ん
な
風
に
私
を
思
っ
て
ゐ
る
の
か
ま
す

ま
す
私
に
は
分
ら
な
く
な
り
出
し
た
。
し
か
し
事
実
が
そ
ん
な
に
不
明
瞭
な
中

で
屋
敷
も
軽
部
も
二
人
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
私
を
疑
っ
て
ゐ
る
と
云
ふ
乙
と
だ

け
は
明
瞭
な
の
だ
、
だ
が
此
の
私
ひ
と
り
に
と
っ
て
明
瞭
な
と
と
も
ど
乙
ま

で
が
現
実
と
し
て
明
瞭
な
こ
と
な
の
か
ど
こ
で
ど
う
し
て
計
る
乙
と
が
出
来

る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
た
ち
の
聞
に
は
一
切
が
明
瞭
に
分
つ

て
ゐ
る
か
の
ど
と
き
見
え
ざ
る
機
械
が
絶
え
ず
私
た
ち
を
計
っ
て
ゐ
て
そ
の

計
っ
た
ま
ま
に
ま
た
私
た
ち
を
押
し
進
め
て
く
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
認
識
は
、

乙
乙
で
大
き
な
危
機
を
む
か
え
て
い
る
。
屋
敷
に
は
屋
敷

な
り
の
認
識
が
あ
り
、
軽
部
は
軽
部
な
り
の
考
え
で
行
動
す
る
、
と
い
う
こ
と
が

は
っ
き
り
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
自
分
の
認
識
の
中
に
統
合
で

き
な
い
、
と
い
う
現
実
に
「
私
」
は
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
私
」
は
、
自
分
の
認
識
も
ま
た
、
例
え
ば
屋
敷
の
社
会
的
な
論
理
と
同
じ
よ
う

な
、
他
に
も
い
く
つ
か
可
能
性
と
し
て
あ
り
え
る
現
実
解
釈
の
う
ち
の
一
つ
に
す

ぎ
ず

「
私
」
が
こ
れ
ま
で
指
向
し
て
き
た
、

現
実
全
体
を
と
ら
え
る
唯
一
絶
対

の
も
の
で
は
な
い
乙
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
私
」
の
認
識
は
、

「
私
ひ
と
り
に
と
っ
て
明
瞭
な
と
と
も
ど
こ
ま

で
が
現
実
と
し
て
明
際
な
と
と
な
の
か
ど
乙
で
ど
う
し
て
計
る
乙
と
が
出
来
る
の
で

あ
ら
う
」
と
い
う
相
対
主
義
的
な
懐
疑
と
、
「
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私
た
ち
の
聞
に
は
一

切
が
明
瞭
に
分
っ
て
ゐ
る
か
の
ど
と
き
見
え
ざ
る
機
械
が
絶
え
ず
私
た
ち
を
計
つ

て
ゐ
て
そ
の
計
っ
た
ま
ま
に
ま
た
私
た
ち
を
押
し
進
め
て
く
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う

現
実
か
ら
弟
離
し
た
信
念
と
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
乙
乙
で
、
「
私
」
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が
、
初
め
に
持
っ
て
い
た
、
現
実
を
論
理
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も

の
を
、
す
な
わ
ち
、
現
実
と
指
向
す
る
観
念
と
の
関
係
を
、
見
失
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
と
と
が
、

「
機
械
」
と
い
う
作
品
に
お
け
る
最
大
の
問
題
で
あ
る
と
言
う

乙
と
が
で
き
よ
う
。

作
品
の
最
後
で
、

「
私
」
は
、
現
実
を
論
理
的
に
認
識
す
る
と
い
う
点
で
は
よ

り
優
位
な
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
で
あ
っ
た
屋
敷
の
死
に
つ
い
て
、
軽
部
を
疑
い
、

そ
し
て
、
自
分
自
身
を
疑
い
、
最
後
に
「
私
が
何
を
し
て
来
た
か
そ
ん
な
ζ

と
を

私
に
聞
い
た
っ
て
私
の
知
っ
て
ゐ
ょ
う
筈
が
な
い
」
と
い
う
形
で
考
え
る
と
と
を

放
棄
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
現
実
を
論
理
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
て
き
た
「
私
」

が
、
不
合
理
で
不
明
瞭
な
現
実
を
眼
前
に
眺
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
認
め
よ
う
と

は
せ
ず
、
現
実
は
純
粋
に
論
理
的
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
た
だ
ひ
た
す
ら
信
じ
る

と
い
う
状
態
に
至
る
と
ζ

ろ
で
、
作
品
「
機
械
」
は
終
る
の
で
あ
る
。



乙
乙
で
、
再
び
、

小
林
の
批
評
に
一
民
る
と
、
小
林
の
批
評
も
、
今
み
て
き
た
作

品
「
機
械
」
の
格
造
と
同
様
の
展
開
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
小
林

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

乙
の
世
で
行
動
す
る
と
は
、
約
束
を
辿
る
事
で
あ
る
。
約
束
を
辿
る
と
と

は
機
械
が
機
械
を
辿
る
事
だ
か
ら
罪
悪
で
は
な
い
が
、

「
私
」
の
自
党
に
と

つ
て
は
冒
債
だ
。
日
目
白
と
は
自
覚
と
の
約
束
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
少
し
も
全
的
に
明

際
な
理
論
で
は
な
い
。
故
に
嘘
に
過
ぎ
ぬ
。

乙
の
嘘
だ
け
は
捨
て
切
れ
ぬ
の

t:i 

「
私
」
は
死
人
ぢ
ゃ
な
い
か
ら
だ
。
或
は
、

乙
の
嘘
だ
け
は
嘘
と
思
へ

ぬ
の
は
己
れ
の
無
垢
へ
の
尊
敬
の
故
で
あ
る
。
尊
敬
と
は
常
に
奇
蹟
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
私
」
は
た
い

A

生
き
て
行
く
為
に
、

己
れ
の
無
垢
を
守
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。

「
私
」
と
い
ふ
言
は
ば
非
存
在
的
な
存
在
を
、

乙
の
世
で
取
り
扱
ふ

為
に
は
、
乙
れ
を
無
垢
と
象
徴
し
な
け
れ
ば
支
へ
切
れ
な
い
の
だ
。
当
然
「
私
」

は
周
囲
の
人
々
に
己
れ
の
無
垢
の
鏡
を
担
す
。

乙
の
鏡
だ
け
が
人
聞
の
真
実

だ。

「
私
」
が
主
人
の
底
抜
け
の
善
良
さ
に
頭
を
下
げ
る
の
は
、

己
れ
へ
の

尊
敬
に
他
な
ら
ぬ
。

乙
の
小
林
の
論
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現

実
全
体
を
純
粋
な
論
理
と
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
に
と
っ
て
、

「
約
束
」

と
い
っ
た
不
安
定
な
状
況
と
関
わ
っ
て
「
行
動
」
す
る
こ
と
は
「
目
沼
」
と
感
じ
ら

れ
る
。

「
目
漬
」
と
感
じ
る
ζ

と
自
体
は
、

し
か
し
、

「
私
」
の
個
人
的
で
主
観

的
な
感
情
で
し
か
な
く
、

「
全
的
に
明
瞭
な
理
論
」
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
現

実
全
体
の
理
論
を
指
向
し
、
状
況
と
関
わ
る
「
行
動
」
を
「
冒
漬
」
と
感
じ
る
「
私
」

と
い
う
存
在
は
、

理
論
か
ら
導
き
出
す
と
と
の
で
き
な
い
「
嘘
」
で
あ
り
、

「非

存
在
的
存
在
」
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私
」

は
現
実
に
存
在
し
、
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
結
局
、

「
私
」
と
い

う
存
在
と
「
私
」
が
指
向
す
る
四
論
と
は
相
矛
盾
す
る
ζ

と
に
な
る
。
そ
乙
で
「
私
」

は
、
乙
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
、
ま
ず
、
状
況
の
中
で
生
き
て
は
い
て
も
そ
れ

に
左
右
さ
れ
る
と
と
の
な
い
「
無
垢
」
な
態
度
を
な
ん
と
し
て
も
守
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
、

そ
れ
だ
け
で
は
、

や
は
り
、

「
私
」
の
指
向
す
る
理
論
の

根
源
に
は
「
無
垢
」
へ
の
尊
敬
と
い
う
「
私
」
の
感
情
が
あ
る
と
と
に
な
り
、
現

実
全
体
の
純
粋
な
理
論
は
成
立
し
な
い
。
そ
こ
で
「
私
」
は
、
状
況
に
左
右
さ
れ

な
い
底
抜
け
に
善
良
な
主
人
を
、

「
鏡
」
に
写
さ
れ
た
己
れ
の
「
無
垢
」
と
し
て
、

自
分
の
代
わ
り
に
論
理
の
中
心
に
据
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
の
指
向
す
る
理

論
に
客
観
的
正
当
性
を
与
え
、

現
実
全
体
の
理
論
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

と
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
作
品
「
機
械
」
で
は
自
然
科
学
的
認
識
の
敷
市
と

い
う
形
で
拙
か
れ
、

小
林
の
批
評
で
は
哲
学
的
懐
疑
と
い
っ
た
形
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
速
い
は
あ
る
が
、
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
「
私
」
が
、

ハ
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そ
う
し
た

自
分
の
あ
り
様
と
矛
盾
す
る
、

現
実
全
体
の
理
論
を
指
向
し
、
無
垢
な
主
人
を

そ
の
中
心
に
据
え
る
と
い
う
点
で
、
小
林
の
批
評
は
、
確
か
に
、
作
品
「
機
械
」

の
構
造
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
作
品
「
機
械
」
は
、

と
う
し
た
指
向
を
守
る
た
め
に
、

「
私
」
が
、

そ
れ
に
従
わ
な
い
現
実
か
ら
は
目
を
そ
ら
し
て
い
き
、

つ
い
に
は
、
不
合
理
で
不

明
瞭
な
現
実
を
前
に
し
て
も
、
現
実
全
体
は
合
理
的
で
あ
る
と
信
じ
る
と
い
う
状

態
に
至
る
、
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
小
林
の
批
評
も
、

乙
の
後
、

他
人
が
自
分
の
指
向
を
確
認
さ
せ
る
「
鏡
」
で
は
な
い
と
き
、

「
私
」
の
指
向
は
正
当

性
を
失
っ
て
「
邪
神
」
と
な
る
が
、

そ
れ
は
「
私
」
と
は
全
く
無
関
係
な
と
と
で

あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
、

「
私
」
は
、
軽
部
の
不
合
理
な
暴
刀
に
あ
い
な
が
ら
も
「
自

分
の
『
心
が
黙
々
と
し
て
身
体
の
大
き
さ
に
従
っ
て
存
在
し
て
ゐ
る
」
の
を
静
か

に
眺
め
て
ゐ
る
」
だ
け
な
の
だ
、
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。



ま
た
、
屋
敷
に
つ
い
て
は
、

小
林
の
批
評
は
、
「
作
者
の
描
い
た
ポ
ン
チ
絵
巨

と
簡
単
に
か
た
づ
け
て
お
り
、
作
品
「
機
械
」
に
比
較
し
て
簡
略
す
ぎ
る
と
い
う

印
象
を
与
え
る
。
し
か
し
、
指
向
す
る
理
論
の
純
粋
性
と
全
体
性
と
を
守
る
た
め

に
、
屋
敷
の
社
会
的
理
論
を
ま
と
も
に
相
手
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
う

乙
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
小
林
の
批
評
の
臣
敷
に
つ
い
て
の
扱
い
は
、
作
品
「
機

械
」
の
そ
れ
を
さ
ら
に
鮮
明
に
表
わ
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
意
味
に
お
い
て
も
、
小
林
の
批
評
は
、
作
品
「
機
械
」
の
限
界
を
そ
の
ま
ま
批

評
の
限
界
と
す
る
、
文
字
ど
お
り
の
分
析
な
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
小
林
は
、
作
品
「
機
械
」
は
「
正
し
く
誠
実
の
歌
」
で
あ
り
、

作

者
は
誠
実
を
極
限
ま
で
引
張
っ
て
来
て
み
せ
た
」
と
結
論
し
て
い
る
。

乙
の
結
論

を
初
め
に
論
じ
ら
れ
た
横
光
の
歩
み
と
関
連
さ
せ
る
な
ら
ば
、
小
林
が
評
価
し
、

期
待
を
寄
せ
た
の
は
、
主
観
的
心
情
の
ま
ま
に
現
実
を
造
形
し
て
い
た
時
期
か
ら
、

自
己
の
方
法
を
自
意
識
す
る
と
と
に
よ
っ
て
心
情
と
造
型
と
が
一
致
し
な
い
分
裂

状
態
を
通
過
し
、
作
品
「
機
械
」
で
、
自
己
の
心
情
と
い
っ
た
も
の
を
犠
牲
に
し

て
、
現
実
を
誠
実
に
と
ら
え
る
限
を
獲
得
し
た
と
い
う
、
横
光
の
認
識
指
向
の
純

化
で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
作
品
「
機
械
」
に
即
し
た
い
い

方
を
す
れ
ば
、
軽
部
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
、

「
活
動
写
真
が
人
生
最
高
の

教
科
書
」
で
あ
る
よ
う
な
大
衆
文
化
の
隆
盛
や
、
古
参
の
職
人
の
地
位
が
脅
か
さ

れ
る
不
安
や
不
満
、

あ
る
い
は
、
屋
敷
に
よ
っ
て
表
わ
怠
れ
て
い
る
、

「
盗
む
と

云
ふ
乙
と
は
文
化
の
進
歩
に
と
っ
て
は
別
に
不
道
徳
な
と
と
で
は
な
い
と
思
っ
て

ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
」
よ
う
な
草
命
思
想
と
い
っ
た
も
の
が
交
錯
す
る
、
新
し
い

不
安
な
状
況
の
中
で
、

「
私
」
と
同
様
に
、
横
光
と
小
林
も
ま
た
、
復
雑
な
現
象

を
統
一
す
る
実
体
を
、
す
な
わ
ち
、
現
実
全
体
の
理
論
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
問
題
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、
現
実
全
体
の

理
論
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
際
の
純
粋
注
や
誠
意
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

そ

の
論
理
が
ど
の
よ
う
な
論
理
で
あ
り
、
何
を
結
果
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
論
理
で
あ

る
か
と
い
う
、
相
対
的
な
判
断
で
あ
り
、
見
通
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
作
品
「
機
械
」
の
「
私
」
が
、
相
対
的
現
実
と
絶
対
的
信
念
と
に
分
裂

し
、
本
来
の
自
分
の
指
向
と
は
逆
に
、
軽
部
の
暴
力
や
屋
敷
の
殺
害
(
?
)
と
い

っ
た
不
明
瞭
で
不
合
理
な
状
況
を
た
だ
受
け
入
れ
る
他
に
な
く
な
る
の
は
、
現
実

全
体
の
理
論
へ
の
指
向
が
あ
ま
り
に
強
く
、
自
分
の
理
論
に
現
実
全
体
を
無
理
に

適
合
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
実
際
に
現
実
を
論
理
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
人
聞
を
思
い
浮
か
べ

て
み
れ
ば
、
彼
は
、
究
極
的
に
は
自
己
の
認
識
を
現
実
全
体
の
理
論
に
ま
で
普
剥
化
す

る
と
と
を
め
ざ
し
て
は
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
自
己
の
認
識
が
そ
う
し
た

唱
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実
体
に
到
達
す
る
と
は
信
じ
て
は
い
な
い
と
同
時
に
、
到
達
不
可
能
だ
か
ら
と
い

っ
て
論
理
的
認
識
を
捨
て
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
認
識
が
相
対
的
な
も
の

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
普
遍
的
真
理
を
め
ざ
し
た
論
理
的
認
識
が
続
け
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
作
品
「
機
械
」
の
よ
う
な
、
相
対
的
現
実
か
絶
対
的
信
念
か
と
い
っ
た
究

極
的
な
と
と
ろ
で
の
み
、
論
理
的
認
識
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

論
理
を
デ
カ
ル
ト
的
に
追
い
突
め
て
い
け
ば
、
普
遍
的
真
理
を
純
粋
に
指
向
す

る
自
己
存
在
と
い
っ
た
、
論
理
以
前
の
ア
プ
リ
オ
リ
l
k
突
き
あ
た
る
で
あ
ろ
う

が
、
た
と
え
そ
れ
が
論
理
の
根
源
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
自
体
は
、
論
理
以
前

の
非
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
論
理
の
中
心
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
も
の
で
あ
る
。
論
理
の
根
源
と
い
っ
た
も
の
は
空
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
が
中
心
と
し
て
実
体
化
し
、
超
越
的
に
論
理
関
係
全
体
を
動
か
す
と
き
、

そ

の
論
理
は
、
神
秘
的
な
擬
似
論
理
や
現
実
か
ら
事
離
し
た
信
念
と
な
ら
ざ
る
を
え
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光
利
一
も
小
林
秀
雄
も
、

や
が
て
「
機
械
」
に
お
け
る
「
無
垢
」
と
い
っ
た

も
の
か
ら
、
伝
統
や
民
族
と
い
っ
た
も
の
へ
と
、

そ
の
実
体
概
念
を
変
え
て
い
く

の
で
あ
る
が
、
通
常
の
論
理
的
関
係
を
飛
び
越
え
て
実
体
を
直
観
し
よ
う
と
す
る

指
向
は
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
純
粋
な
論
理
そ
の
も
の
を
指
向
し
た

は
ず
の
彼
ら
が
、

や
が
て
、
非
合
理
な
時
代
の
状
況
を
、
す
な
わ
ち
、
困
家
と
い

っ
た
も
の
が
実
体
化
し
た
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
、
根
本
的
に
拒
む
乙
と
が
で
き
な
か
っ

た
乙
と
の
背
後
に
は
、
実
体
を
指
向
す
る
認
識
形
態
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
実
体
を
指
向
し
な
が
ら
も
、
全
く
逆
に
、
実
体
と
い
っ
た
も
の
は

な
く
、
不
安
定
な
状
況
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
状
況
へ
の
主

体
的
参
加
が
必
要
に
な
る
と
い
っ
た
思
想
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
戦
後

の
乙
と
な
の
で
あ
る
。

E 

小
林
の
批
評
と
並
ん
で
、

「
機
械
」
と
い
う
作
品
に
対
す
る
評
価
に
大
き
な
影

郎
官
を
与
え
た
も
の
に
、
伊
藤
整
の
批
評
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
機
械
」
を
、

し
て
、
横
光
利
一
と
い
う
作
家
を
、
不
安
な
現
代
人
の
姿
を
描
い
た
先
駆
と
し
、

そ
の
文
学
史
的
意
義
を
強
調
す
る
評
価
は
、
今
日
、

あ
る
い
は
小
林
の
批
評
以
上
に

一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
忠
わ
れ
る
が
、

こ
う
し
た
評
価
は
、
伊

藤
整
の
批
評
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

今
、
小
林
の
批
評
と
並
ん
で
と
述
べ
た
が
、

「
機
械
」
に
描
か
れ
て
い
る
も
の

を
不
安
な
現
代
人
の
姿
で
あ
る
と
す
る
伊
藤
整
の
批
評
と
、
混
乱
し
た
不
安
な
状

況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
く
ま
で
確
固
と
し
た
現
実
(
小
林
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
裸

形
の
現
実
」
)
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
作
家
の
「
倫
理
」
を
箔
い
た
も
の
と
し
て

評
価
し
た
小
林
の
批
評
と
が
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、

ど
ち
ら
が
、

「
機
械
」
に
即
し
、
横
光
の
意
図
を
よ
く
捉
え
て
い

る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
、

や
は
り
、
同
時
代
評
と
し
て
の
小
林
の
批
評
で
あ
り
、

伊
藤
整
の
批
評
に
は
、

か
な
り
の
無
理
が
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

昭
和
二
十
三
年
三
月
の
筑
摩
現
代
文
学
全
集
『
横
光
利
一
集
』
の
解
説
に
お
い

て
、
伊
藤
整
は
、
作
品
「
機
械
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
機
械
」
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
人
間
社
会
観
は
、
人
間
の
実
在
は
、
他
の
人

聞
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
や
力
が
絶
え
ず
変
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
あ
る
事
件
が
甲
な
る
存
在
に
与
え
る
影
響
と
乙
な
る
存
在
に
与
え
る
影
響
と

が
追
っ
た
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
乙
と
、

-22-

ま
た
努
力
が
か
え
っ
て
人
聞
を

駄
目
に
す
る
と
と
が
あ
り
、
失
敗
が
か
え
っ
て
実
益
を
多
く
も
た
ら
す
と
と
も

あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
人
と
人
、
人
と
仕
事
、

人
と
人
と
の
組
み
合
わ

せ
の
動
き
に
よ
っ
て
、
善
意
や
努
刀
と
関
係
な
く
、

人
聞
は
浮
び
上
り
、

ま
た

破
滅
す
る
。
そ
う
い
う
人
間
の
組
み
合
わ
せ
と
社
会
条
件
の
組
み
合
わ
せ
の

中
に
、
現
代
人
の
生
き
る
と
と
の
実
体
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

そ

乙
の
考
え
方
、
生
命
は
そ
れ
の
外
に
あ
る
条
件
の
必
然
の
勤
き
に
よ
っ
て

意
志
や
努
力
と
関
係
な
く
栄
え
、

か
つ
ほ
ろ
び
る
と
い
う
考
は
「
蝿
」
に

現
わ
れ
た
も
の
の
連
続
で
あ
り
、

そ
の
展
開
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
展
開
し

た
部
分
に
お
い
て
、
私
は
彼
が
、
社
会
機
構
に
左
右
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る

運
命
を
人
聞
が
持
っ
て
い
る
と
見
た
点
で
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
る

と
考
え
る
。
ま
た
人
聞
が
、

一
定
の
職
業
や
立
場
や
思
想
を
持
続
す
る
聞
は

同
一
の
人
格
的
存
在
を
持
続
す
る
と
い
う
日
本
の
自
然
主
義
の
人
間
観
が
、



乙
乙
で
崩
さ
れ
た
乙
と
は
最
も
注
目
に
値
す
る
。

「
機
械
」
の
主
人
公
の
動

め
て
い
る
工
場
に
、

あ
る
一
人
の
人
聞
が
入
っ
て
来
る
と
、

そ
れ
ま
で
そ
の

工
場
に
あ
っ
た
人
間
関
係
の
比
重
は
す
「
か
り
変
っ
て
行
く
。
ち
ょ
っ
と
し

た
ち
ま

た
仕
事
の
工
夫
が
出
来
る
と
忽
ち
の
聞
に
ま
た
乙
の
一
群
の
人
間
の
聞
の
刀

の
構
造
が
変
る
。
乙
れ
は
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
存
在
の
実
質
を
彼
が
把

握
し
た
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
人
格
を
中
心
と
し
て
徳
と
不
徳
と
に
よ
っ
て

い
ん
え
い

陰
照
づ
け
ら
れ
て
描
か
れ
た
十
九
世
紀
的
方
法
は
乙
と
に
終
っ
た
の
で
あ
る
。

徳
に
も
不
徳
に
も
意
志
に
も
安
定
し
た
生
活
が
な
く
、
組
み
合
わ
・
苫
れ
た
人

聞
の
あ
い
だ
の
力
関
係
に
よ
っ
て
人
間
の
実
体
が
絶
え
ず
変
化
し
て
行
く
の

で
あ
る
。

伊
藤
整
は
、

ま
ず
、
作
品
「
機
械
」
が
、

「
人
間
の
実
在
」
は
「
人
間
の
組
み

合
わ
せ
と
社
会
条
件
の
組
み
合
わ
せ
」
に
よ
っ
て
変
化
す
る
不
安
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
「
人
間
社
会
観
」
を
「
定
着
」
さ
せ
た
、
と
い
う
と
乙
ろ
か
ら
論
を
始
め

て
い
る
。

確
か
に
、
作
品
「
機
械
」
の
「
私
」
に
は
、

「
人
間
社
会
観
」
と
も
い
え
る
現

実
全
体
の
理
論
へ
の
指
向
が
あ
り
、

そ
う
し
た
「
私
」
に
と
っ
て
の
現
実
が
、
す

な
わ
ち
、

人
間
関
係
や
社
会
状
況
が
、
不
安
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
も
、

伊
藤
整
の
論
は
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
、
作
品
「
機
械
」
が
、

「
人
間
の
実
在
」

が
不
安
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
と
を
「
定
着
」
さ
せ
る
よ
う
に
仲
間
か
れ
て
い
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
作
品
「
機
械
」
の
「
私
」
は
、

そ
う
し
た
不
安
な
現
実
を
客
観
的

実
在
と
し
て
、

つ
ま
り
、
不
安
な
も
の
と
し
て
促
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
「
私
」

は
、
不
安
な
人
間
の
根
源
に
あ
る
確
固
と
し
た
実
体
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
り
、

そ
の
実
体
と
し
た
、
純
粋
無
垢
な
人
間
の
持
つ
魅
力
に
よ
っ
て
、
全

て
の
関
係
を
心
理
的
に
割
り
切
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
「
唯
心
論
的
」
立
場
を

と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
無
理
が
明
ら
か
に
な
「
て
き
て
も
、
人
間
は
不
安

な
存
在
で
あ
る
と
は
認
め
ず
、

た
と
え
見
え
な
く
て
も
確
固
と
し
た
実
体
に
動
か

さ
れ
て
い
る
の
だ
と
信
じ
続
け
る
の
で
あ
る
。

作
品
「
機
械
」
に
捕
か
れ
て
い
る
人
間
関
係
や
社
会
的
条
件
は
、
伊
藤
整
が
述

べ
て
い
る
よ
う
な
不
安
を
与
え
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
逆
に
、

か
な
り

安
易
に
割
り
切
れ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
が
、

そ

れ
は
、

た
と
え
無
理
を
し
て
も
、
混
乱
の
中
か
ら
確
固
と
し
た
も
の
を
つ
か
み
だ

そ
う
と
す
る
「
私
」
の
眼
を
通
し
て
拙
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
伊
藤
整
は
、

そ
乙
ま
で
述
べ
て
き
た
、

人
聞
は
不
安
な
存
在
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
人
聞
を
流
動
さ
せ
る
の
は
社
会
的
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
、

「
生
命
は
そ
れ
の
外
に
あ
る
条
件
の
必
然
の
勤
き
に
よ
っ
て
意
志
や
努
力
と
関
係
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な
く
栄
え
、

か
つ
ほ
ろ
び
る
と
い
う
考
」
と
言
い
換
え
、

そ
れ
を
「
社

そ
し
て
、

会
機
構
に
左
右
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
る
運
命
を
人
聞
が
持
っ
て
い
る
と
見
た
点
で

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
る
J

と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、

人
間
の
実
在
を
決
定
す
る
も
の
が
社
会
的
条
件
で
あ
る
と
す
る
考
え

の
方
は
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
ま

た、

「
生
命
が
そ
れ
の
外
に
あ
る
条
件
の
必
然
の
動
き
に
よ
っ
て
意
志
や
努
刀
と

関
係
な
く
栄
え
、

か
つ
ほ
ろ
び
る
」
と
い
う
考
え
は
、

「
機
械
」
に
も
あ
て
は
ま

る
横
光
自
身
の
考
え
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

と
れ
ら
二
つ
の
考
え

は
、
伊
藤
整
が
行
っ
て
い
る
よ
う
に
単
純
に
言
い
換
え
る
乙
と
が
で
き
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。

人
間
の
実
在
を
決
定
す
る
も
の
を
社
会
的
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

そ

の
社
会
的
条
件
と
は
、
人
聞
が
っ
く
り
だ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
絶
対
的
な



も
の
で
は
な
く
、

人
間
の
志
士
山
や
努
力
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
不
安
と
期
待
が
共
存
す
る
も
の
と
な
る
。

一
方
、
人
間
の
実
在
を
決

定
す
る
も
の
が
、

人
間
の
意
志
や
努
力
と
は
無
関
係
な
条
件
の
必
然
の
動
き
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
全
て
は
絶
対
的
、
超
越
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
宿
命
論

に
陥
り
、
与
え
ら
れ
た
条
件
を
受
け
入
れ
る
以
外
に
道
は
な
い
。
こ
う
し
た
意
味

で
、
先
の
二
つ
の
考
え
方
は
、

む
し
ろ
対
極
的
で
あ
る
。

作
品
「
機
械
」
に
即
し
て
い
っ
て
も
、

「
私
」
は
、

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
屋
敷
の
社
会
的
な
論
理
に
対
し
て
、
確
か
に
共
感
を
持
つ
て
は
い
た

の
で
あ
る
が
、

あ
え
て
、

そ
の
共
感
す
る
部
分
に
つ
い
て
突
き
詰
め
て
考
え
る
こ

と
を
避
け
、
別
の
論
理
で
打
ち
勝
と
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
自
分
を
分
裂
さ
せ
る

魅
力
を
持
つ
屋
敷
を
消
去
す
る
方
向
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

続
け
て
、
伊
藤
整
は
、
「
主
人
公
の
勤
め
て
い
る
工
場
に
、

あ
る
一
人
の
人
聞
が

入
っ
て
来
る
と
、

そ
れ
ま
で
そ
の
工
場
に
あ
「
た
人
間
関
係
の
比
重
は
す
っ
か
り

変
っ
て
行
く
。
ち
ょ
っ
と
し
た
仕
事
の
工
夫
が
出
来
る
と
忽
ち
の
聞
に
ま
た
と
の

一
群
の
人
間
の
閣
の
刀
の
構
造
が
変
る
己
と
作
品
「
機
械
」
の
具
体
的
内
容
に
つ

い
て
ふ
れ
、

そ
れ
は
、

「
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
存
在
の
実
質
を
」
横
光
が
把

保
し
た
乙
と
を
示
し
て
お
り
、

と
と
に
、

「
日
本
の
自
然
主
義
の
人
間
観
」
や
「
十

九
世
紀
的
方
法
」
が
崩
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、
作
品
「
機
械
」
に
は
、
最
初
に
軽
部
が
主
人
の
発
明
を
「
私
」
か
ら

守
ろ
う
と
し
、
次
に
化
学
方
程
式
が
読
め
る
と
い
う
理
由
で
「
私
」
が
主
人
の
助

子
に
な
り
、
最
後
に
「
私
」
が
主
人
と
自
分
の
発
明
を
屋
敷
か
ら
守
ろ
う
と
す
る
、

と
い
っ
た
関
連
的
な
変
動
が
描
か
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
変
動
が
、
化
学
方
程
式

や
ネ

l
ム
プ
レ
ー
ト
の
着
色
方
法
と
い
っ
た
知
識
を
身
に
つ
け
れ
ば
、

そ
の
人
格

と
い
っ
た
も
の
と
は
別
に
、
地
位
の
階
梯
を
登
る
乙
と
が
で
き
る
、
資
本
主
義
的

競
争
社
会
に
お
け
る
匿
名
の
個
と
し
て
の
現
代
人
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
う
乙

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
う
し
た
、
社
会
的
条
件
の
中
で
流
動
す
る
現
代
人
の
姿
を
拙
い
た

作
品
は
、
当
然
、

そ
れ
以
前
の
文
学
に
は
な
い
新
し
い
も
の
と
い
う
ζ

と
に
な
ろ

-つ。

つ
ま
り
、
時
代
的
状
況
に
は
、
確
か
に
、
伊
藤
整
の
必
べ
て
い
る
よ
う
な
、

現
代
社
会
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
文
学
的
に
も
、
現
代
的
文
学
が
生
ま
れ
る
可

能
性
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

し
か
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時
代
の
他
の
作
家
は
別
と
し
て
、
横
光

利
一
と
い
う
作
家
に
関
し
て
い
え
ば
、

「
機
械
」
と
い
う
作
品
で
、

そ
う
し
た
社

会
的
流
動
の
中
心
で
超
然
と
し
て
不
動
な
主
人
と
、
彼
に
動
か
さ
れ
る
人
聞
を
描

い
た
の
で
あ
り
、

ま
た
、
時
代
的
状
況
も
、
確
固
と
し
た
全
体
と
い
う
方
向
へ
と

進
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

4
4
4
 

n
L
 

社
会
機
繕
が
、

さ
ら
に
相
対
化
し
、
巨
大
化
し
、
複
雑
化
し
て
い
る
現
代
に
お

い
て
は
、

そ
の
全
体
像
を
烏
臨
し
よ
う
と
し
て
、
自
己
の
認
識
能
刀

あ
る
い
は
、

の
限
界
を
悟
り
、
人
聞
が
自
分
で
は
わ
か
ら
な
い
何
か
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う

宿
命
論
的
認
識
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
る
可
能
性
も
ま
た
、
多
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
中
心
も
全
体
も
不
確
定
な
現
代
的
状
況
の
中
で
こ
そ
、
混
沌
と
し
た
不
可

知
な
全
体
と
い
っ
た
抽
象
概
念
に
飛
躍
す
る
乙
と
や
、
ま
た
、
直
接
に
経
験
さ
れ

る
個
別
的
で
身
体
的
な
感
覚
と
い
っ
た
も
の
の
中
に
閉
じ
ζ

も
る
こ
と
で
は
な
く
、

個
個
の
現
実
の
関
係
と
、

そ
の
関
係
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
相
対
的
な
論
理
か
ら

呂
を
離
さ
な
い
と
と
が
、
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。




