
「
武
田
泰
淳
・
三
島
由
紀
夫
・
開
高
健
に
お
け
る

『
行
為
』

と

『
認
識
』

三
島
由
紀
夫
は
、
回
和
四
十
五
年
十
一
月
の
『
文
芸
』
に
お
い
て
武
田
泰
淳
と

「
文
学
は
空
虚
か
」
と
い
う
対
談
を
お
こ
な
い
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

、，コ。
L
・
4

一島

僕
は
武
田
さ
ん
と
い
う
の
は
、
仕
事
を
し
て
お
ら
れ
で
も
お
ら
れ
な

く
て
も
、
あ
の
へ
ん
に
武
田
和
尚
が
い
て
、
向
か
考
え
て
い
や
が
る
な
と
思

う
と
気
味
が
悪
い
よ
な
。
そ
し
て
た
と
え
ば
沼
が
あ
っ
て
、
沼
の
ど
こ
か
で

ア
ブ
ク
が
出
る
と
、
ぁ
、
あ
の
中
に
武
田
泰
淳
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

う
よ
な
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
文
学
者
の
中
で
、

そ
う
い
う
こ
と
は
稀
な
経
験
だ
よ
。

一
方
、
武
田
泰
淳
は
、
昭
和
四
十
六
年
一
月
の
「
新
潮
』
臨
時
増
刊
号
に
お
け

る
村
松
剛
と
の
対
談
「
三
島
由
紀
夫
の
自
決
」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

、，、，。

'
l
u
-
-
4
F
1
 

村
松

選
ば
れ
た
る
人
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
先
に
く
る
の
か
、
逆
に
自
分

が
ア
ポ
カ
リ
プ
ス
的
な
光
景
の
中
で
身
を
ほ
ろ
ぽ
し
、
彼
の
好
き
な
こ
と
ば

の
問
題
」

遠

藤

出
叩

'a旬・・

治

を
使
え
ば
、

一
回
限
り
の
美
と
信
じ
る
も
の
に
殉
ず
る
こ
と
が
、
選
ば
れ
た

る
こ
と
の
自
己
証
明
な
の
か
。

武
田

後
者
の
ほ
う
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
ぼ
く
に
と
っ
て
は
、

そ
れ
は
同
じ
よ
う
に
思
い
ま
す
ね
。
快
楽
の
た
め
に
は
だ
ら
し
な
く
な
る
こ

と
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
決
し
て
刻
苦
勉
励
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が
唯
一
の
生
き
る
態
度
と
は
思
わ
な
い
わ
け
で
す
。

村
松

唯
一
の
と
は
だ
れ
に
も
い
え
ま
せ
ん
。

武
田

で
も
、
彼
は
選
ん
だ
わ
け
で
し
ょ
う
。
僕
は
彼
と
は
全
然
反
対
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
彼
が
文
壇
に
出
て
き
た
と
き
か
ら
、
ど
う
い
う
も
の
か
仲
が

よ
く
て
、

こ
れ
は
ど
う
い
う
乙
と
か
、
う
ま
く
説
明
つ
き
ま
せ
ん
が
、
ぽ
く

が
や
ら
な
い
方
法
を
や
っ
て
い
る
男
が
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
う
れ

し
い
こ
と
な
ん
で
す
。
だ
れ
だ
っ
て
そ
う
で
し
ょ
う
。
し
か
も
着
々
と
実
績

を
上
げ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
彼
の
衰
弱
と
か
、
方
法
論
的
な
間
違
い
と
か
い

う
い
い
方
は
、
全
然
ぼ
く
の
頭
に
入
っ
て
乙
な
い
。

「
選
ば
れ
た
る
乙
と
の
自
己
証
明
」
の
た
め
に
「
刻
苦
勉
励
」
し
た
三
島
と
、

「
全
然
反
対
」
に
「
快
楽
の
た
め
に
は
だ
ら
し
な
く
な
る
乙
と
が
重
要
な
要
素
で

あ
る
」
と
言
う
武
田
と
が
、
互
い
に
注
目
し
、
興
味
を
い
だ
き
あ
う
の
は
何
故
な



の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
乙
で
の
二
人
の
言
葉
か
ら
、
あ
る
共
通
の
問
題
に
対
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
「
全
然
反
対
」
の
方
法
を
選
択
し
た
者
ど
う
し
が
、
互
い
に
相
手
に
対

し
て
興
味
を
い
だ
く
、
と
い
っ
た
関
係
が
推
測
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

武
田
泰
淳
と
三
島
由
紀
夫
と
を
、
一
一
一
一
口
わ
ば
、
ひ
と
つ
の
視
野
に
お
さ
め
た
文
章

に
、
例
え
ば
、
埴
谷
雄
高
の
「
三
島
由
紀
夫
」

月
)
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
埴
谷
雄
高
は
、

(
『
新
期
』
阻
和
三
十
一
年
十
二

『
序
曲
』
の
同
人
の
初
会
合
の
席
で

の
二
人
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

そ
の
会
合
に
は
、
病
気
で
欠
席
の
寺
田
透
と
船
山
馨
、
そ
れ
に
、
当
時
ま

だ
神
戸
に
い
た
島
尾
敏
雄
を
除
く
、
椎
名
麟
三
、
武
田
泰
淳
、
梅
崎
春
生
、

野
間
宏
、
中
村
真
一
郎
な
ど
が
ピ
l
ル
瓶
の
並
ん
だ
矩
形
の
卓
を
囲
ん
で
腰

を
お
ろ
し
た
が
、
そ
の
と
き
、
ち
ょ
う
ど
私
の
正
面
に
腰
か
け
た
三
島
由
紀

夫
に
認
め
ら
れ
る
魅
力
的
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
目
立
っ
た
第
一
印
象
は
、

数
語
交
わ
し
て
い
る
裡
に
、
そ
の
思
考
速
度
が
速
い
と
解
る
よ
う
な
極
め
て

生
彩
あ
る
話
ぶ
り
に
あ
っ
た
。
も
し
通
常
の
基
準
を
マ
ッ
ハ
数
一
と
す
れ
ば
、

三
島
由
紀
夫
の
廻
転
速
度
は
一
・
八
ぐ
ら
い
の
指
数
を
も
っ
て
い
る
と
測
定

(
略
)
私
の
観
測
に
よ
る
と
、
こ
の
な
か

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

で
最
も
思
考
廻
転
の
速
い
の
は
武
田
泰
淳
で
、
私
の
大
ざ
っ
ぱ
な
観
測
価
は

マ
ッ
ハ
数
二
・

O
ぐ
ら
い
な
と
こ
ろ
に
達
し
て
い
た
か
ら
、
も
し
彼
が
卓
上

の
コ
ッ
プ
へ
寄
せ
た
伏
目
を
あ
げ
て
こ
の
座
の
文
学
問
答
に
加
わ
れ
ば
、
便

に
三
島
由
紀
夫
と
歯
車
が
噛
み
あ
っ
て
あ
ま
り
あ
る
筈
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
の
頃
、
苦
痛
の
痕
跡
を
も
っ
た
恋
愛
の
最
深
部
に
う
ち
こ
ん
で
い
た
彼
に

は
文
学
問
答
用
の
エ
ネ
ル
ギ
イ
の
余
裕
な
ど
一
滴
も
の
こ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

(
略
)
そ
の
会
合
後
、
私
は
、
平
野
謙
に
、
三
島
・
由
紀
夫
は
ど
う
か
ね
、

と
訊
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
う
ん
、
か
れ
は
ど
う
も
俺
達
を
み
な
馬
鹿
だ
と

思
っ
て
い
る
よ
、
と
私
が
答
え
る
と
、
吾
意
を
得
た
り
と
い
う
ふ
う
に
平
野

謙
は
肉
づ
き
の
い
い
咽
喉
を
の
け
ぞ
ら
せ
な
が
ら
激
し
く
供
笑
し
て
暫
く
笑

い
や
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
平
野
謙
の
供
笑
の
な
か
に
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を

境
界
線
と
す
る
互
い
に
理
解
し
が
た
い
二
つ
の
断
層
に
つ
い
て
の
複
雑
な
感

慨
が
含
ま
れ
て
い
る
。

そ
乙
に
は
、
互
い
を
理
解
し
が
た
い
二
つ
の
断
層
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、

目
的
を
も
っ
た
鈍
重
さ
で
あ
り
、
他
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
冷
徹
さ
、
で
あ

る

(
略
)

嘗
て
は
、
賦
麟
老
ゆ
れ
ば
鷲
馬
に
劣
る
、
と
の
標
語
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、
現

代
は
、
駕
馬
も
若
け
れ
ば
麟
麟
に
勝
る
と
い
う
標
識
が
決
定
的
に
支
配
す
る

時
代
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
も
の
は
す
べ
て
あ
る
。
も

し
そ
こ
に
あ
る
物
事
の
真
の
姿
が
《
多
様
の
無
統
一
》
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

例
え
ば
、
現
代
の
暗
黒
の
な
か
に
感
覚
の
花
火
を
打
ち
あ
げ
る
そ
の
見
事
な

華
や
か
な
語
棄
が
論
理
の
骨
格
を
も
っ
て
い
な
い
と
三
島
由
紀
夫
を
非
難
し

田町
uphu 

て
も
ま
っ
た
く
的
は
ず
れ
な
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
現
実
の
な
か
に
置
か
れ
た
す
べ
て
を
論
理
の
串
ざ
し
に
す
る

無
駄
も
な
く
ば
ら
ば
ら
の
か
た
ち
の
ま
ま
で
即
座
に
の
み
こ
み
、
噛
み
わ
け

る
エ
ネ
ル
ギ
イ
と
タ
フ
さ
を
も
っ
た
三
島
由
紀
夫
の
側
に
も
、
や
が
て
は
捲

き
こ
ま
れ
て
傷
を
う
け
る
べ
き
無
名
の
凄
ま
じ
い
渦
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

或
る
仕
事
を
柊
え
て
、
生
き
よ
う
と
思
っ
た
、
と
し
て
も
、
死
の
う
と
思
つ

た
、
と
結
語
し
で
も
、
そ
こ
に
目
的
を
も
た
ぬ
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら
も
現
実
の

な
か
に
置
か
れ
た
必
然
と
し
て
、
乙
こ
か
し
こ
と
び
散
ろ
う
落
葉
の
重
み
し

か
も
た
ず
に
時
間
の
な
か
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
は
、
目
的
論
的
な
論
理
に
よ
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
い
う
対
比
に



に
よ
っ
て
、
こ
の
会
合
に
お
け
る
三
島
由
紀
夫
の
異
質
性
を
述
べ
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
三
島
由
紀
夫
の
作
品
「
金
閣
寺
」

で
あ
っ
て
、
武
田
泰
淳
の
思
考
速
度
の
速
さ
の
理
由
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
思
考
の
廻
転
速
度
の
速
さ
」
の
根

底
に
あ
る
《
多
様
の
無
統
一
》
、
あ
る
い
は
、

「
現
実
の
な
か
に
置
か
れ
た
す
べ

て
を
論
理
の
串
ぎ
し
に
す
る
無
駄
も
な
く
ば
ら
ば
ら
の
か
た
ち
の
ま
ま
で
即
座
に

の
み
こ
み
、
噛
み
わ
け
る
エ
ネ
ル
ギ
イ
と
タ
フ
さ
」
の
源
に
は
「
或
る
仕
事
を
終

え
て
、
生
き
よ
う
と
思
っ
た
、
と
し
て
も
、
死
の
う
と
思
っ
た
、
と
結
語
し
で
も
」

「
ど
ち
ら
も
現
実
の
な
か
に
置
か
れ
た
必
然
と
し
て
、
乙
こ
か
し
こ
と
ぴ
散
ろ
う

落
葉
の
重
み
し
か
も
た
ず
に
時
間
の
な
か
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
」
よ
う
な
「
渦
」

が
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
、
三
島
由
紀
夫
だ
け
に
で
は
な
く
、
武
田
泰
淳
に
も
あ

て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
武
田
泰
淳
も
ま
た
、
一
ニ
島
由
紀
夫
の
よ

う
に
、
そ
の
活
動
の
多
様
さ
と
根
源
的
な
虚
無
と
が
表
裏
の
関
係
に
あ
る
作
家
だ

と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
武
田
泰
淳
の
戦
後
派
作
家
と
し
て
の
出
発
点
と
も
言
え
る
作
品
、

(
回
和
二
十
二
年
四
月
)
の
主
人
公
二
郎
は
戦
場
で
二
度
の
殺
人
を
犯

「
審
判
」

す
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
「
真
空
状
態
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

い
つ
か
私
を
見
舞
っ
た
真
空
状
態
、
鉛
の
よ
う
に
無
神
経
な
状
態
が
ま
た

「
殺
そ
う
か
」
フ
ト
向
か
が
私
に
さ
さ
や
き
ま
し
た
。

私
に
起
こ
り
ま
し
た
。

「
殺
し
て
ご
ら
ん
。
た
だ
銃
を
取
り
上
げ
て
射
て
ば
い
い
の
だ
。
殺
す
と
い

う
こ
と
が
ど
ん
な
こ
と
か
お
前
は
ま
だ
知
ら
な
い
だ
ろ
う
。
や
っ
て
ご
ら
ん
。

向
で
も
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
こ
と
に
こ
ん
な
場
合
、
実
さ
い
感
情
を
お
さ
え

る
こ
と
す
ら
い
ら
な
い
ん
だ
。
自
分
の
手
で
人
が
殺
せ
な
い
乙
と
は
な
か
ろ

ぅ
。
た
だ
や
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
ん
だ
か
ら
な
。
自
分
の
意
志
一
つ
で
決
ま

る
ん
だ
。
そ
の
ほ
か
に
伺
の
苦
労
も
い
ら
ん
の
だ
」

(
略
)
ひ
き
が
ね
の
冷

た
さ
が
指
に
ふ
れ
ま
し
た
。
私
は
こ
れ
を
引
き
し
ぼ
る
か
ど
う
か
が
、
私
の

心
の
は
ず
み
一
つ
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
止
め
て
し
ま
え

ば
伺
事
も
起
こ
ら
な
い
の
で
す
。
ひ
き
が
ね
ら
』
引
け
ば
私
は
も
と
の
私
で
な

く
な
る
の
で
す
。
そ
の
聞
に
、
無
理
を
す
る
と
い
う
決
意
が
働
く
だ
け
、
そ

れ
で
決
ま
る
の
で
す
。
も
と
の
私
で
な
く
な
っ
て
み
る
乙
と
、
そ
れ
が
私
を

誘
い
ま
し
た
。
発
射
す
る
と
老
夫
は
ピ
ク
リ
と
首
を
動
か
し
、
す
ぐ
頭
を
ガ

ク
リ
と
垂
れ
ま
し
た
。

「
母
の
て
で
育
て
ら
れ
、
高
等
教
育
を
受
け
」
、

て
戦
場
に
投
げ
込
ま
れ
た
二
郎
は
、

「
未
教
育
の
補
充
兵
」
と
し

乙
こ
で
、
今
ま
で
の
自
分
が
身
に
つ
け
て
き

た
、
日
常
生
活
の
道
徳
、
市
民
社
会
の
倫
理
と
い
っ
た
も
の
が
ま
っ
た
く
指
針
と

な
ら
な
い
「
真
空
状
態
」
に
直
面
し
て
い
る
。
そ
乙
で
は
、
そ
う
し
た
日
常
社
会

の
規
範
に
無
自
覚
に
従
っ
て
き
た
今
ま
で
の
自
分
と
い
う
も
の
は
、
状
況
に
支
配
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さ
れ
、
操
ら
れ
る
だ
け
の
、
ほ
と
ん
ど
ゼ
ロ
に
ち
か
い
存
在
で
し
か
な
い
。
二
郎

に
と
っ
て
、
非
戦
闘
員
で
あ
る
老
人
を
殺
し
て
も
伺
も
得
る
も
の
は
な
い
、
が
、

何
も
失
う
も
の
も
な
い
。
殺
し
て
も
、
殺
さ
な
く
て
も
、
言
わ
ば
、

「
乙
こ
か
し

乙
と
び
散
ろ
う
落
葉
の
重
み
し
か
も
た
ず
に
時
間
の
な
か
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
」

だ
け
で
あ
り
、
す
べ
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
意
味
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

す
べ
て
は
可
能
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
瞬
間
、
二
郎
は
、
非
主
体
的
で
卑
小
な
今

の
自
分
以
外
の
伺
か
に
な
り
た
い
と
い
う
、
虚
無
的
で
、
か
っ
、
能
動
的
な
自
己

改
革
の
衝
動
に
誘
惑
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
規
範
に
も
、
今
ま
で

の
自
分
自
身
に
も
、
原
因
に
も
結
果
に
も
、
伺
者
に
も
制
約
さ
れ
な
い
「
自
分
の

意
志
一
つ
で
き
ま
る
」
行
為
、
言
わ
ば
、
行
為
の
た
め
だ
け
の
純
粋
な
行
為
と
し

て
、
二
郎
は
引
金
を
引
く
の
で
あ
る
。



続
け
て
、
武
田
泰
淳
の
作
品
を
い
く
つ
か
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
、
戦
後
社
会
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
「
真
空
状
態
」
の
多
様
な

形
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば

「
風
媒
花
」

(
回
和
二
十
七
年
一
月

1
十
一
月
)
に
お
い
て
、

P
D

工
場
を
見
学
に
行
っ
た
峯
は
、
土
距
の
な
か
に
青
酸
カ
リ
が
入
れ
ら
れ
る
と
い
う

事
件
に
遭
遇
し
、
帝
銀
事
件
と
戦
争
と
を
例
示
し
な
が
ら
、

「
人
間
の
わ
か
り
に

く
さ
が
最
近
ひ
ど
く
な
っ
て
」
、

「
っ
き
つ
め
れ
ば
殺
す
張
本
人
は
、
ど
ん
な
奴

を
ど
ん
な
具
合
に
ど
れ
だ
け
殺
し
た
か
、
勘
定
も
つ
か
ぬ
」
の
で
あ
り
、
平
凡
な

市
民
の
日
常
生
活
で
さ
え
「
間
接
的
に
複
雑
な
殺
人
行
為
の
網
の
自
に
編
み
こ
ま

れ
て
い
る
」
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
を
お
こ
な
う
。
そ
し
て
、
事
件
の
犯
人
で
あ
る
三

田
村
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
と
呼
ぴ
、
犯

行
の
動
機
に
つ
い
て
、

「
ひ
と
つ
、

P
D
工
場
の
作
業
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
み
よ

う
か
な
あ
。
こ
れ
は
、
今
の
と
乙
ろ
誰
に
も
で
き
な
い
大
仕
事
だ
ぞ
」
と
語
る
。

ま
た

「
ひ
か
り
と
け
」

(
岡
和
二
十
九
年
三
月
)
で
は
、
人
肉
を
喰
っ
た
船

長
は

「
何
を
ど
の
く
れ
え
我
慢
し
た
ら
い
い
か
、
き
ま
り
つ
で
も
ん
は
ね
え
だ

か
ら
な
、
伺
の
た
め
に
我
慢
し
る
か
、
わ
か
ん
ね
え
で
も
し
る
の
が
我
慢
だ
か
ら

な
」
と
語
る
。
船
長
は
、
何
の
た
め
に
「
我
慢
」
す
る
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、

人
肉
を
喰
わ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
「
真
空
状
態
」
を
「
我
慢
」
し
、
自
分
を

裁
こ
う
と
す
る
裁
判
を
「
我
慢
」
す
る
。
そ
し
て
、
人
肉
食
を
し
た
船
長
と
同
じ

光
の
輪
が
、
そ
の
罪
を
裁
こ
う
と
す
る
す
べ
て
の
人
々
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、

(
昭
和
四
十
四
年
十
月

1
四
十
六
年
六
月
)
の
主
人
公

「
富
士
」

「
私
」
は
、
戦
後
二
十
五
年
ほ
ど
経
っ
て
、
精
神
病
院
の
実
習
生
で
あ
っ
た
戦
時

中
の
乙
と
を
回
想
し
な
が
ら
、
富
士
山
麓
の
自
然
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
思

-つ。

リ
ス
に
餌
を
あ
た
え
る
「
神
」
に
な
ど
、
な
り
た
く
な
い
と
、

乙
の
私
は

言
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
口
さ
き
で
そ
う
言
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
当
の
本

人
の
本
心
は
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
一
生
を
通
じ
て
、

私
は
「
神
に
な
り
た
い
、
神
に
な
っ
た
」
と
願
っ
た
り
自
覚
し
た
り
し
た
こ

と
カ1

一
回
も
な
か
っ
た
と
断
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
今
の

今
、
自
分
は
ま
と
う
か
た
な
き
神
様
の
御
命
令
に
よ
っ
て
発
言
し
行
動
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
、
理
解
で
き
が
た
い
一
瞬
の
白
光
に
つ
つ
ま
れ
た
こ
と
が
、

絶
対
に
な
か
っ
た
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
長
い
あ
い
だ

餌
を
与
え
て
飼
い
な
ら
し
て
き
た
小
鳥
が
、
全
く
こ
ち
ら
を
信
頼
し
き
っ
て

手
の
ひ
ら
に
の
っ
て
い
る
と
き
、
五
本
の
指
を
握
り
し
め
て
、
そ
の
小
鳥
を

し
め
こ
ろ
す
こ
と
も
、
放
し
て
や
る
こ
と
も
自
分
に
は
自
由
に
で
き
る
の
だ

と
い
う
、
身
ぷ
る
い
す
る
よ
う
な
感
覚
に
襲
わ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
、
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言
え
る
も
の
か
ど
う
か
。

つ
ま
り
、
武
田
泰
淳
に
と
っ
て
、
普
段
は
、
む
し
ろ
思
慮
深
い
、
知
的
な
人
間

が
、
そ
う
す
る
乙
と
が
本
当
に
自
分
の
利
益
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
確
固
と
し
た

理
由
も
目
的
も
な
く
、
す
べ
て
が
許
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一
瞬
の
全
能
感
の
た
め

に
、
時
に
は
殺
人
と
い
っ
た
行
為
す
ら
犯
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
「
真
空
状
態
」

は
、
戦
場
と
い
う
よ
う
な
非
日
常
的
で
特
殊
な
状
況
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

戦
後
の
日
常
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
多
様
化
し
て
い
く
人
間
の
行
為
の
な
か
で
、

誰
に
も
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
根
源
的
に
持
続
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
持
続

こ
そ
重
大
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
三
島
由
紀
夫
の
作
品
「
金
閣
寺
」

(
昭
和
三
十
一
年
一
月

1
十
月
)

を
担
起
し
て
み
れ
ば
、

「
金
閣
寺
」
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
、
知
的
な
主
人
公
が
、

戦
後
の
平
患
な
日
常
の
な
か
で
、
た
だ
一
瞬
の
充
足
感
の
た
め
に
、
社
会
的
規
範
、



今
ま
で
の
自
分
、
原
因
と
結
果
に
対
す
る
認
識
と
い
っ
た
も
の
か
ら
離
れ
た
、
純

粋
行
為
者
に
変
貌
す
る
様
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。

主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
、
金
閣
を
焼
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
乙
い
つ
ら
の
世

界
は
変
貌
し
、
生
活
の
金
科
玉
条
は
く
つ
が
へ
さ
れ
、
列
車
時
刻
表
は
混
乱
し
、

こ
い
つ
ら
の
法
律
は
無
効
に
な
る
だ
ら
う
」
と
思
い
、
ま
た
、
柏
木
の
あ
や
つ
る

逆
説
的
な
論
理
や
「
美
の
永
遠
的
な
存
在
」
と
い
っ
た
も
の
に
魅
了
さ
れ
続
け
て

き
た
今
ま
で
の
自
分
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、

ー「

終

「
私
」
は
、

末
を
与
へ
る
決
断
が
我
が
手
に
か
か
っ
て
ゐ
る
と
感
じ
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
私
の

「
こ
の
上
行
為
を
す

自
由
の
根
拠
で
あ
っ
た
」
と
考
え
、
最
後
の
放
火
の
瞬
間
、

る
必
要
が
あ
る
だ
ら
う
か
。
も
は
や
そ
れ
は
無
駄
事
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
思
い

な
が
ら
も
、

「
徒
爾
で
あ
る
か
ら
、
私
は
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
火
を
付
け
る

の
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
と
三
島
由
紀
夫
と
の
聞
に
共
通
に
よ
乙
た
わ
り
、
両
者
に
互
い
を
共

感
を
も
っ
て
眺
め
さ
せ
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
虚
無
的
認
識
と
無
目
的
で
純
粋
な

行
為
の
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
審
判
」
に
描
か

「
金
閣
寺
」

れ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
戦
場
で
の
記
憶
で
あ
る
が
、

に
お
い
て
も
、
金
閣
を
焼
く
と
い
う
無
目
的
な
行
為
の
原
型
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
は
、
戦
火
に
よ
っ
て
金
閣
が
焼
け
る
と
い
う
終
末
の
予
感
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

戦
争
に
よ
っ
て
見
た
、
自
我
と
世
界
と
の
根
底
に
あ
る
「
真
空
」
と
、
そ
の
「
真

空
」
の
な
か
で
生
き
る
人
間
の
行
為
と
が
、
戦
後
も
変
わ
る
乙
と
な
く
続
い
て
い

る
と
い
う
共
通
の
体
験
・
認
識
か
ら
、
こ
の
問
題
は
、
生
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

戦
争
・
敗
戦
と
い
う
既
成
秩
序
の
崩
壊
の
体
験
に
よ
る
虚
無
や
根
源
志
向
と
い
っ

た
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
派
の
文
学
全
体
に
対
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
傾
向
の
な
か
で
、
武
田
泰
淳
と
三
島
由
紀
夫
と
を
特
徴

づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
根
源
に
お
り
た
っ
た
と
こ
ろ
で
再
構
築
さ
れ
る
世

界
観
な
り
、
人
生
観
な
り
の
中
に
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
的
、
多
様
な
現
実
を
統

一
し
て
い
く
べ
き
中
心
概
念
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

そ
う
し
た
世
界
観
や
人
生
観
は
、
目
的
や
統
一
に
む
か
つ
て
流
れ
る
時
間
性
を
欠

い
た
、
空
間
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
武
田
泰
淳
は
、
評
論
「
司
馬
選
」

(
回
和
十
八
年
四
月
)
の
中
で
、

「
『
鴻
門
の
会
』
の
面
白
さ
は
『
事
件
』
な
ど
と
い
う
、
偶
然
的
な
時
間
的
な
点

に
は
な
い
。
必
然
的
な
空
間
的
な
つ
な
が
り
の
面
白
さ
、
一
つ
一
つ
の
天
体
の
動

き
が
大
き
な
宇
宙
の
運
動
を
か
た
ち
。
つ
く
っ
て
い
る
、
あ
の
整
斉
な
『
全
体
』
の

面
白
さ
で
あ
る
。
乙
の
面
白
さ
は
『
史
記
』
の
面
白
さ
で
あ
る
。
司
馬
還
の
歴
史

の
面
白
き
で
あ
る
。
人
間
天
文
学
の
面
白
さ
で
あ
る
」
と
述
べ
、
一
方
、
三
島
由

「
『
サ
ド
侯
爵
夫
人
』
践
」

口
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紀
夫
は
、

(
岡
和
四
十
年
十
一
月
)
に
お
い
て
、

「
サ
ド
夫
人
は
貞
淑
を
、
夫
人
の
母
親
モ
ン
ト
ル
イ
ユ
夫
人
は
法
・
社
会
・
道
徳

を
、
シ
ミ
ア
l
ヌ
夫
人
は
神
を
、
サ
ン
フ
ォ
ン
夫
人
は
肉
欲
を
、
サ
ド
夫
人
の
妹

ア
ン
ヌ
は
女
の
無
邪
気
さ
と
無
節
操
を
、
召
使
い
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
は
民
衆
を
代
表

こ
れ
ら
が
惑
星
の
運
行
の
や
う
に
、
交
錯
し
つ
つ
廻
転
し
て
ゆ
か
ね
ば
な

し
て
、

ら
ぬ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
人
聞
を
空
間
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る

「
人
間
天
文
学
」
と
い
う
よ
う
な
発
想
も
、
乙
の
二
人
に
共
通
す
る
認
識
の
か
た

ち
を
示
す
一
例
だ
と
言
え
よ
う
。

そ
う
し
た
認
識
に
基
づ
い
た
彼
ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
敗
戦
か
ら
日
本
が
立

ち
直
り
、
戦
後
社
会
が
再
建
さ
れ
て
い
っ
て
も
、
と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
う

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
現
実
は
多
様
化
す
る
ば
か
り
で
、
人
生
と
世
界
像
と
の
根
底

に
あ
る
「
真
空
状
態
」
は
持
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
書
か
れ
て
い
る
乙
と
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
同
質
性
は
あ
る

に
せ
よ
、
そ
う
し
た
「
真
空
状
態
」
を
ど
う
把
握
し
、
ど
う
克
服
し
よ
う
と
す
る

の
か
と
い
う
姿
勢
・
方
法
に
関
し
て
は
、
先
に
武
田
泰
淳
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

二
人
に
は
「
全
然
反
対
」
の
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。「

司
馬
遷
」
の
回
目
頭
で
、
武
田
泰
淳
は
、

「
司
馬
選
は
生
き
恥
さ
ら
し
た
男
で

あ
る
。

(
略
)

『
史
記
』
を
書
く
の
は
恥
ず
か
し
き
を
消
す
た
め
で
あ
る
が
、
書

く
に
つ
れ
か
え
っ
て
恥
ず
か
し
さ
は
増
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
、
そ
し

て、

「
記
録
が
大
が
か
り
に
な
れ
ば
世
界
の
記
録
に
な
る
し
、
世
界
の
記
録
を
な

す
も
の
は
自
然
、
世
界
を
見
な
お
し
考
え
な
お
す
こ
と
に
な
る
」
と
続
け
て
い
る
。

そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
世
界
の
「
記
録
」
を
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
生
き

て
い
る
の
が
恥
ず
か
し
い
と
い
う
自
我
と
世
界
と
の
聞
に
は
い
っ
た
亀
裂
を
埋
め
、

無
意
味
に
思
わ
れ
る
世
界
に
自
分
自
身
の
意
味
を
創
り
だ
そ
う
と
す
る
、

人
の

「
司
馬
遷
」
で
は
、

「
世
界
の
中

男
の
情
念
で
あ
り
、
執
着
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

心
が
一
つ
で
は
無
く
、
か
つ
静
止
し
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
世
界
に
並
列
状
態
は

(
略
)
拡
散
す
れ
ば
中
心
が
多
数
並
列
す
る
か
ら
、
中
心
の
内

容
は
不
決
定
と
な
り
、
形
ま
で
が
歪
み
易
く
崩
れ
易
く
な
る
。
そ
れ
故
『
世
家
』

不
可
避
で
あ
る
。

は
『
世
家
』
ど
う
し
組
み
合
わ
さ
り
、
入
り
ま
じ
り
、
互
い
に
、
他
『
世
家
』
の

内
部
に
出
入
り
し
、
増
減
上
下
し
て
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
」
と
述
べ
ら

れ
た
後
で
、

「
『
世
家
』
の
自
壊
作
用
、
相
互
中
断
作
用
に
し
て
も
、
す
べ
て
史

(
略
)
乙
の
絶
対
持

記
的
世
界
全
体
の
絶
対
持
続
を
支
え
満
た
す
も
の
で
あ
る
。

続
へ
行
き
つ
け
る
か
ら
こ
そ
、
史
記
的
世
界
は
、
真
に
空
間
的
な
の
で
あ
る
。
」

と
続
い
て
い
る
。
そ
乙
に
あ
る
の
は
、
常
に
揺
れ
動
く
相
対
的
な
世
界
に
あ
っ
て

も
失
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
、

「
見
る
」
こ
と
、

「
記
録
」
す
る
こ
と
に
対
す
る
信

頼
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
不
安
定
な
世
界
に
お
い
て
は
、

「
記
録
」
さ
れ
、

「
見
な
お
」
さ
れ
、

「
考
え
な
お
」
さ
れ
た
世
界
こ
そ
が
真
実
と
な
る
は
ず
だ
と

い
う
、
認
識
と
言
葉
が
持
つ
力
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

「
見
る
」
乙
と
、

「
生
き
恥
さ

「
記
録
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ら
し
た
」
自
分
か
ら
超
脱
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
恥
ず
か
し
さ
は
増

し
」
、
ま
た
、
世
界
を
秩
序
-
つ
け
る
絶
対
的
な
中
心
に
到
達
で
き
る
わ
け
で
も
な

く
、
む
し
ろ
、
中
心
を
求
め
る
人
間
の
行
為
の
中
で
、
中
心
が
ま
す
ま
す
拡
散
し

て
い
く
様
を
認
識
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
認
め
た
う
え
で
、
と
い

う
よ
り
も
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
司
馬
選
は
「
見
る
」
こ
と
、

「
記
録
」
す
る

乙
と
を
続
け
る
者
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
々
の
滅
亡
と
中
心
の
相
対
化
と
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
世
界
の

「
絶
対
持
続
」
と
は
、
不
確
定
な
中
心
を
求
め
る
人
聞
の
情
念
の
持
続
で
あ
り
、

次
々
に
否
定
さ
れ
相
対
化
さ
れ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
を
認
識
し
よ
う

と
す
る
情
念
の
持
続
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
は
あ
ら
ゆ
る
事
を
為
し
う
る
し
、

ま
た
、
そ
こ
に
は
何
の
合
理
的
な
目
的
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
不
条
理
で
不
安
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な
世
界
観
を
支
え
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
の
認
識
が
失
わ
れ
、
す
べ
て
の
行
為
が

無
意
味
で
あ
る
と
同
時
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
で
も
、
さ
ら
に
大
き
な
全

体
的
な
認
識
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
真
空
状
態
」
を
克
服
し
う
る
は
ず
だ
と
い

ぅ
、
認
識
へ
の
執
着
な
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
よ
り
大
き
な
認
識
に
よ
っ
て
、
ー
再
認
識
さ
れ
た
世
界
は
、
人
間
の
情

念
と
そ
れ
を
行
為
へ
と
駆
り
立
て
る
諸
条
件
と
の
重
苦
し
い
か
ら
み
あ
い
に
、
と

り
わ
け
初
期
の
作
品
に
お
い
て
は
、
重
苦
し
い
罪
の
意
識
に
満
ち
て
い
る
。

「審

判
」
の
二
郎
は
、

「
地
球
上
で
、
あ
の
殺
人
行
為
を
知
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
」

で
あ
り
、

「
そ
の
私
で
す
ら
、
被
害
者
の
名
も
身
元
も
知
ら
ず
、
顔
す
ら
お
ぼ
え



て
い
な
い
」
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
う
し
た
、
決
し
て
裁
か
れ
る
こ
と
の
な
い
状

況
で
の
行
為
の
意
味
を
心
の
な
か
で
反
錦
し
、
重
い
「
罪
の
自
覚
」
を
抱
え
続
け

て
い
く
こ
と
に
生
き
る
道
を
見
出
だ
す
。

「
腹
の
す
え
」

(
昭
和
二
十
二
年
八
月

ー
十
月
)
の
杉
は
、

「
理
想
も
な
く
、
信
念
も
な
く
、
た
だ
生
存
し
て
い
た
」
状

態
か
ら
、
辛
島
を
殺
し
に
行
く
と
い
う
行
為
を
経
て
、

「
生
き
て
い
る
こ
と
全
体
」

の
「
重
苦
し
さ
」
に
至
る
。

「
流
人
島
に
て
」

(
昭
和
二
十
八
年
三
月
)
の
三
郎

は
、
か
つ
て
ス
パ
イ
行
為
を
働
き
、
ま
た
、
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
自
分
を
殺
そ
う

と
し
た
男
の
罪
を
追
求
し
、
男
の
指
を
切
り
取
る
が
、
そ
の
後
、

「
後
味
の
悪
さ

は
、
重
苦
し
く
」
続
く
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
社
会
的
規
範
や
倫
理
、
自
意
識
や

目
的
意
識
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
う
し
な
わ
れ
た
「
真
空
状
態
」
の
中
で
行
な

わ
れ
た
行
為
の
意
味
を
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
間
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
根
底

に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
も
う
一
度
再
認
識
し
、
重
苦
し
い
罪
の
意
識
を

も
っ
て
裁
乙
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
主
題
を
鮮
や
か
に
展
開
し
、
形
象
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
巨
視
的
な
認
識
に
移
行
し
た
、
後
期
の
作
品
「
富
士
」
に
お
い
て
は
、

「
ミ
ヤ
サ
マ
」
を
自
称
し
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
「
ミ
ヤ
」
と
し
て
死
ぬ
一

条

一
条
の
復
活
を
主
張
し
て
自
ら
も
「
選
ば
れ
た
る
」
者
と
な
ろ
う
と
す
る
中

里
里
江
や
庭
京
子
、
自
分
を
世
界
認
識
の
唯
一
の
主
体
と
す
る
た
め
に
「
相
手
の

存
在
を
失
わ
せ
よ
う
と
す
る
」

院
長
の
家
の
子
守
女
を
殺
し
て
し
ま
う
間
宮
、
そ
の
間
宮
を
殺
し
た
大
木
一
戸
夫
人
、

「
黙
狂
」
の
岡
村
少
年
、
医
長
へ
の
憎
し
み
か
ら
、

こ
う
し
た
者
た
ち
を
、
実
習
生
で
あ
っ
た
「
私
」
も
、
院
長
も
裁
く
こ
と
が
で
き

ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
も
ま
た
、
誰
一
人
救
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た

ま
た
ま
自
分
の
生
存
状
態
で
あ
る
も
の
を
、
選
ば
れ
た
る
も
の
、
正
常
な
る
も
の

と
し
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
異
常
と
し
て
、
そ
の
「
存
在
を
失
わ
せ
よ
う
と
す
る
」

と
い
う
意
味
で
、
裁
か
れ
る
側
に
ま
わ
っ
て
し
ま
う
。
彼
ら
を
裁
く
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
全
体
で
あ
る
「
富
士
」
だ
け
で
あ
り
、
裁
き
は
「
富
士
の
噴
火
」
、
す

な
わ
ち
、
全
体
的
滅
亡
と
し
て
し
か
現
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、

「
人
間
は
み
ん
な

病
人
で
あ
る
」
と
い
う
相
対
的
で
巨
視
的
な
認
識
に
た
ち
な
が
ら
も
、
院
長
は
、

「
そ
の
病
人
が
」

「
ま
る
で
神
の
指
に
な
っ
た
み
た
い
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
、
神
を
信
じ
な
い
と
言
う
「
私
」
も
、
そ

の
言
葉
に
感
謝
し
て
手
記
を
終
え
る
。

つ
ま
り
、
武
田
泰
淳
が
作
品
「
富
士
」
で

描
乙
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
、
全
体
を
認

識
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
相
対
的
認
識
に
よ
っ
て
他
人
の
行
為
を
裁
く
乙
と
は
で

き
な
い
は
ず
の
人
聞
に
、
滅
亡
の
予
感
と
い
う
形
で
、
否
応
な
く
、
何
を
正
常

(
善
)
と
し
、
伺
を
異
常
(
悪
)
と
す
る
か
と
い
う
倫
理
的
立
場
の
選
択
を
強
い

る
全
体
、
人
聞
に
と
っ
て
、
そ
の
す
べ
で
を
見
切
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
富

士
山
が
間
違
い
な
く
存
在
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
確
固
と
し
て
存
在
し
続
け
て
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い
る
全
体
の
重
さ
そ
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
方
、
三
島
由
紀
夫
が
描
く
の
は
、
書
く
乙
と
、
認
識
す
る
乙
と
が
虚
無
に
始

ま
り
虚
無
に
終
わ
る
運
動
で
し
か
な
い
と
い
う
、
言
葉
と
認
識
に
対
す
る
不
信
と

絶
望
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
虚
無
の
中
で
の
純
粋
で
無
目
的
な
行
為
が
、

裁
か
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
の
意
志
一
つ
で
、
自
分
自
身
を
、

今
ま
で
の
自
分
を
動
か
し
て
き
た
諸
条
件
を
、
自
分
を
と
り
ま
く
世
界
全
体
を
変

一
瞬
の
悦
惚
と
魅
惑
と
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
描

え
る
英
雄
的
行
為
と
し
て
、

か
れ
る
。

純
粋
で
無
目
的
な
行
為
の
も
つ
一
瞬
の
悦
惚
、
孤
独
で
英
雄
的
な
行
動
者
の
魅

惑
と
い
う
主
題
は
、
早
く
は
、

「
仮
面
の
告
白
」

(
昭
和
二
十
四
年
七
月
)
の
主

人
公
が
憧
れ
る
若
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
表
わ
れ
て
い
る
。
主
人
公
の
「
最
初



の
記
憶
」
は
、
紺
の
も
も
ひ
き
の
汚
穣
屋
か
ら
「
或
る
『
身
を
挺
し
て
ゐ
る
』
と

調
っ
た
感
じ
、
或
る
投
げ
や
り
な
感
じ
、
或
る
危
険
に
対
す
る
親
近
の
感
じ
、
虚

無
と
活
力
と
の
め
ざ
ま
し
い
混
合
と
調
っ
た
感
じ
、
さ
う
い
ふ
も
の
が
溢
れ
出
て

五
歳
の
私
を
と
り
こ
に
し
た
」
と
書
か
れ
、
そ
う
し
た
悦
惚
と
魅
惑
の
頂
点
に
位

置
す
る
近
江
の
場
合
は
、

「
生
命
力
、
た
だ
生
命
力
の
無
益
な
移
し
さ
が
少
年
た

ち
を
圧
服
し
た
の
だ
っ
た
。
生
命
の
な
か
に
あ
る
過
度
な
感
じ
、
暴
力
的
な
、
全

く
生
命
そ
れ
自
身
の
た
め
と
し
か
説
明
の
つ
か
な
い
無
目
的
な
感
じ
、

乙
の
一
種

不
快
な
よ
そ
よ
そ
し
い
充
溢
が
彼
ら
を
圧
服
し
た
。
」
と
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
、
認
識
に
対
す
る
行
為
の
優
位
と
い
う
形
で
明
確
に
主
題
の

位
置
に
す
わ
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
「
金
閣
寺
」
で
あ
る
。

「
金
閣
寺
」
の
主

人
公
「
私
」
は
、
永
遠
の
美
で
あ
る
金
閣
を
世
界
の
中
心
と
し
た
認
識
の
中
に
生

き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
私
」
が
、
い
く
ら
追
い
求
め
て
も
、
そ
れ
は
、
決
し

て
現
実
と
は
結
び
つ
き
え
な
い
空
虚
な
観
念
に
終
始
す
る
。
常
に
、
疎
外
さ
れ
た
、

非
主
体
的
で
卑
小
な
存
在
で
あ
り
続
け
た
「
私
」
は
、
最
後
に
金
閣
を
見
て
「
虚

無
が
こ
の
美
の
構
造
だ
っ
た
」
乙
と
に
気
づ
き
、
今
の
自
分
以
外
に
な
ら
何
に
で

も
、
と
い
う
自
己
改
革
の
た
め
の
行
為
に
魅
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
「
私
」

は
「
徒
爾
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
無
理
に
押
し
殺
し
、
言
わ
ば
、

「
刻
苦
勉
励
」

の
末
、
美
を
追
い
求
め
て
い
た
審
美
家
、
す
な
わ
ち
、
虚
無
を
追
求
し
て
き
た
認

識
家
か
ら
、
純
粋
行
為
を
演
じ
る
英
雄
的
な
行
動
家
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
あ
る
の
は
、
認
識
を
追
い
詰
め
た
末
の
認
識
に
対
す
る
絶
望
で
あ
り
、
自
ら
認

識
家
で
あ
る
乙
と
に
止
ま
れ
な
い
ま
で
の
、
虚
無
感
を
埋
め
た
い
と
い
う
渇
望
で

あ
る
。

ず
い
ぶ
ん
以
前
の
こ
と
に
な
る
が
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
「
ア
ウ
ト
サ

イ
ダ
l
」
が
出
版
さ
れ
た
と
き
彼
が
新
聞
に
短
評
を
寄
せ
、

H

ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
!
と
は
け
だ
し
自
身
も
他
者
も
い
っ
さ
い
信
ず
べ
き
も
の
を
失
っ
て
、
空

疎
な
観
念
を
あ
た
か
も
信
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
捧
げ
て
生
き
て
い
く
し
か

な
い
、
た
と
え
ば
ヒ
ト
ラ
ー
の
よ
う
な
人
間
の
こ
と
で
あ
ろ
う
u

と
い
う
意

味
の
こ
と
を
書
い
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
短
評
が
口
数
少
な
い
の
は
自
身
の

こ
と
だ
か
ら
だ
と
私
は
読
ん
だ
。

「
仮
面
の
告
白
」
以
後
彼
は
短
篇
で
も
長

編
で
も
、
主
題
と
し
て
、
ま
た
そ
う
で
な
い
と
き
は
文
脈
の
ど
こ
か
細
部
で
、

繰
り
返
し
繰
り
返
し
ふ
い
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
人
格
剥
離
の
非
現
実
の
瞬

間
を
描
い
て
い
た
の
だ
か
ら
、
い
ま
さ
ら
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
感
じ
て
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い
る
の
だ
ろ
う
と
私
は
共
感
を
も
っ
て
読
ん
だ
。

こ
れ
は
、
開
高
健
の
「
一
個
の
完
壁
な
無
駄
」
(
『
新
潮
』
回
和
四
十
六
年
二

月
)
と
い
う
、
三
島
由
紀
夫
を
追
悼
し
た
文
章
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
は
、

三
島
由
紀
夫
の
本
質
を
つ
い
た
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
開
高
健
が
例

と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
「
仮
面
の
告
白
」
に
お
け
る
「
人
格
剥
離
の
非
現
実
の

瞬
間
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
で
あ
ろ
う
。

私
は
園
子
の
存
在
を
忘
れ
て
ゐ
た
。
私
は
一
つ
の
こ
と
し
か
考
へ
て
ゐ
な
か

っ
た
。
彼
が
真
夏
の
街
へ
あ
の
半
裸
の
ま
ま
出
て
行
っ
て
与
太
者
と
た
た
か
ふ

あ
ひ
〈
ら

こ
と
を
。
鋭
利
な
ヒ
首
が
あ
の
腹
巻
を
と
ほ
し
て
彼
の
胴
体
に
突
き
刺
さ
る
乙

と
を
。
あ
の
汚
れ
た
腹
巻
が
血
潮
で
美
し
く
彩
ら
れ
る
こ
と
を
。
彼
の
血
ま
み

れ
の
屍
が
一
円
板
に
の
せ
ら
れ
て
又
こ
こ
へ
運
び
込
ま
れ
て
来
る
乙
と
を
。
.



「
あ
と
五
分
だ
わ
」

園
子
の
哀
切
な
声
が
私
の
耳
を
貫
ぬ
い
た
。
私
は
園
子
の
は
う
へ
ふ
し
ぎ

さ
う
に
振
り
向
い
た
。
こ
の
瞬
間
、
私
の
な
か
で
何
か
が
残
酷
な
力
で
ニ
つ

に
引
き
裂
か
れ
た
。
雷
が
落
ち
て
生
木
が
引
き
裂
か
れ
る
や
う
に
。
私
が
今

ま
で
精
魂
乙
め
て
積
み
重
ね
て
来
た
建
築
物
が
い
た
ま
し
く
崩
れ
落
ち
る
音

を
私
は
聴
い
た
。
私
と
い
ふ
存
在
が
何
か
一
種
の
お
そ
ろ
し
い
「
不
在
」
に

入
れ
か
は
る
剥
那
を
見
た
や
う
な
気
が
し
た
。

こ
れ
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
、
そ
こ
ま
で
な
ん
と
か
虚
構
し
よ
う
と
懸
命
に

努
力
し
て
き
た
世
間
並
の
自
分
も
、
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
に
愛
し
て
き
た
園
子
も
失
っ

て
、
粗
野
な
若
者
が
血
に
ま
み
れ
る
と
い
う
自
身
の
欲
望
に
基
づ
い
た
幻
想
を

「
あ
た
か
も
信
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
」
追
い
求
め
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
と

「
仮
面
の
告
白
」
の
最
後
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
主
人
公
は
、
も
う
一

度
、
若
者
の
方
を
ぬ
す
み
見
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
空
っ
ぽ
の

椅
子
が
照
り
つ
く
日
差
し
の
な
か
に
置
か
れ
」
て
い
る
ば
か
り
で
あ
り
、

悟
る
、

「
卓
の

上
に
こ
ぼ
れ
て
ゐ
る
何
か
の
飲
物
が
、
ぎ
ら
ぎ
ら
と
凄
ま
じ
い
反
射
を
あ
げ
た
」

と
い
う
、
夏
の
肱
し
い
太
陽
の
下
の
空
白
感
の
描
写
で
、
「
仮
面
の
告
白
」
は
終

わ
っ
て
い
る
。

「
仮
面
の
告
白
」
以
後
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
開
高
健
は
具
体
的
に
述
べ
て
は

い
な
い
が
、
例
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
の
遺
作
と
な
っ
た
「
豊
館
の
海
」

(
昭
和
田

十
年
九
月
1
四
十
六
年
一
月
)
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、

「
春
の
雪
」
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
、

「
奔
馬
」
の
純
粋
行
動
、

「
暁
の
寺
」
の
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ

「
天
人
五
衰
」
の
認
識
は
、
ま
さ
に
三
島
由
紀
夫
が
「
あ
た
か
も
信
じ
て
い

る
か
の
よ
う
に
捧
げ
て
生
き
て
い
く
」
し
か
な
か
っ
た
「
空
蹄
な
観
念
」
の
列
挙

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
観
念
の
す
べ
て
が
、
あ
た
か
も
現
実
の
認
識
で
あ
る
か
の
よ

，L... 
、

う
に
鮮
や
か
に
描
き
だ
さ
れ
た
後
、
最
後
に
そ
の
空
虚
さ
を
あ
ら
わ
に
し
て
終
わ

る
作
品
「
豊
慢
の
海
」
は
、
確
か
に
三
島
由
紀
夫
の
す
べ
て
を
描
い
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
「
一
個
の
完
壁
な
無
駄
」
と
い
う
文
章
は
、
開
高
健
と

三
島
由
紀
夫
と
の
類
似
性
を
よ
く
示
し
て
も
い
る
。
こ
こ
で
、
開
高
健
が
述
べ
て

「
共
感
を
も
っ
て
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

い
る
三
島
由
紀
夫
に
対
す
る
規
定
は
、

と
お
り
、
開
高
健
自
身
の
自
己
規
定
で
も
あ
る
。

開
高
健
は
、
自
身
の
「
人
格
剥
離
の
非
現
実
の
瞬
間
」
を
、
自
伝
的
な
長
編

「
青
い
月
曜
日
」
(
昭
和
四
十
年
一
月
1
四
十
二
年
四
月
)
の
な
か
で
、
次
の
よ

う
に
描
い
て
い
る
。

す
べ
て
が
制
落
し
、
形
を
失
う
。
日
附
、
文
字
、
数
字
、
言
葉
、
機
関
車
、

動
輪
、
蒸
気
、
鉄
骨
屋
根
、
移
動
ク
レ
ー
ン
、
機
関
士
た
ち
の
叫
び
、
火
掻

棒
の
乙
ろ
が
る
響
き
:
:
:
す
べ
て
が
、
一
瞬
遠
ざ
か
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
伺
の

意
味
も
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
。
機
関
油
と
汗
に
ま
み
れ
た
、
数
枚
の
薄
い
布
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で
蔽
わ
れ
た
肉
の
袋
。
軟
ら
か
い
、
細
い
、
薄
い
、
ゆ
っ
く
り
と
息
づ
く
、

悪
臭
を
た
て
る
、
私
は
た
だ
そ
れ
だ
け
の
肉
の
袋
で
あ
る
し
か
な
か
っ
た
。

乙
の
瞬
間
は
死
体
か
ら
く
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
死
体
の
記
憶
を
つ
み

か
さ
ね
た
か
ら
く
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
私
は
無
数
の
死
体
を

み
た
。
焼
け
た
の
、
と
け
か
け
た
の
、
焦
げ
た
の
、
ち
ぎ
れ
た
の
、
崩
れ
た

の
、
誰
の
持
物
と
も
知
れ
な
く
な
っ
た
胃
、
腸
、
脳
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
を
見

せ
ら
れ
た
。

(
略
)

し
か
し
、
あ
の
減
形
の
瞬
間
は
何
か
、
ま
っ
た
く
べ
つ
の
襲
撃
だ
。
あ
れ

に
襲
わ
れ
る
と
私
は
石
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
脳
も
眼
も
手
も
う
と
か
な
く

な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
予
感
も
で
き
ず
、
防
衛
も
で
き
な
い
。
ひ
と
り
で
も



の
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。

道
を
歩
い
て
い
る
と
き
に
も
起
き
る
し
、
人
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
も
起

き
る
の
だ
。
と
つ
ぜ
ん
異
様
な
明
断
さ
で
虚
ろ
さ
が
乙
み
あ
げ
て
く
る
の
だ
。

こ
れ
は
、
戦
争
中
、
勤
労
動
員
で
働
い
て
い
た
操
車
場
で
、
艦
載
機
の
機
関
砲

弾
を
浴
び
せ
ら
れ
た
機
関
車
を
毎
日
の
よ
う
に
見
た
主
人
公
が
、
自
分
に
し
み
つ

い
た
虚
無
感
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
虚
無

の
瞬
間
は
、
も
は
や
、
戦
火
に
よ
る
死
体
の
記
憶
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
た
と
え
戦
争
が
終
わ
っ
て
も
主
人
公
を
襲
い
つ
づ
け
る
、

普
遍
的
で
根
源
的
な
す
べ
て
の
意
味
の
「
死
」
で
あ
り
、
明
断
な
「
虚
ろ
さ
」
な

の
で
あ
る
。

作
品
「
夏
の
闇
」

(
回
和
四
十
六
年
十
月
)
の
主
人
公
で
あ
る
作
家
の
「
私
」ー「

乙

は
、
乙
の
虚
無
の
瞬
間
に
襲
わ
れ
続
け
た
自
分
の
人
生
を
ふ
り
か
え
っ
て
、

の
十
年
間
、
私
は
旅
ば
か
り
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
て
ソ
フ
ァ
に
よ
こ
に
な
っ
て

火
酒
を
だ
ら
し
な
い
海
綿
の
よ
う
に
吸
い
と
り
つ
つ
考
え
て
み
る
と
、
た
だ
あ
の

瞬
間
に
追
い
つ
追
わ
れ
っ
し
て
逃
げ
ま
ど
い
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
さ
き
を
越
し
て
い

る
つ
も
り
で
い
な
が
ら
い
つ
も
待
伏
せ
し
て
た
た
き
の
め
さ
れ
、
ひ
と
た
ま
り
も

な
く
降
伏
し
て
、
あ
て
ど
な
い
渇
望
と
お
び
え
の
な
か
で
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
だ

け
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
」
と
述
懐
す
る
が
、
こ
れ
は
、
開
高
健
自
身
の
声
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
開
高
健
も
ま
た
、

「
パ
ニ
ッ
ク
」

(
田
和
三
十
二

年
八
月
)
で
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
て
以
来
、
な
ん
と
か
し
て
乙
の
虚
無
感
か
ら
逃

れ
、
虚
ろ
さ
を
埋
め
よ
う
と
す
る
作
品
を
書
き
続
け
、
旅
宇
佐
続
け
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

自
分
を
と
り
ま
く
世
界
に
対
し
て
虚
無
感
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
主
人
公
が
、
空

虚
な
日
常
を
破
る
、
純
粋
で
無
目
的
な
力
に
憧
れ
、
そ
の
力
を
き
っ
か
け
に
し
た

行
為
に
よ
っ
て
一
瞬
の
充
足
感
を
得
る
が
、
や
が
て
、
再
び
す
べ
て
が
虚
無
に
帰

る
と
い
う
構
造
は
、

「
パ
ニ
ッ
ク
」
、

「
裸
の
王
様
」
、

「
巨
人
と
玩
具
」
、

「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
な
ど
、
開
高
健
の
初
期
の
作
品
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
。

そ
の
無
目
的
な
力
は
、

「
パ
ニ
ッ
ク
」
に
お
い
て
は
鼠
の
異
常
繁
殖
で
あ
り
、

「
巨
人
と
玩
具
」
で
は
人
間
の
集
団
的
潜
在
意
識
で
あ
り
、

「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」
で
は
パ
タ
屋
集
団

「
裸
の
王
様
」

で
は

一
人
の
少
年
の
内
心
の
衝
動
で
あ
り
、

の
欲
望
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
的
を
持
た
な
い
エ
ネ
ル
ギ
イ
は
、

一
瞬
の
間
主
人

公
の
虚
無
を
埋
め
、
た
だ
通
過
し
て
い
く
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
主
人
公
は
、
生

命
の
充
溢
し
た
そ
の
瞬
間
を
味
わ
う
た
め
に
能
力
の
限
り
を
尽
く
す
。
そ
し
て
、

作
者
も
ま
た
、
そ
の
充
実
し
た
行
為
の
瞬
間
を
描
き
だ
し
、
そ
の
一
瞬
に
存
在
感

を
与
え
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜
し
ま
な
い
。
様
々
の
イ
メ
ー
ジ
や
比
職
、

細
か
い
数
字
や
多
様
な
事
実
が
、
緊
密
で
論
理
的
で
、
大
が
か
り
な
構
成
の
も
と
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に
、
み
ご
と
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
開
高
健
の
初
期
作
品

の
構
造
は
、
先
に
見
て
き
た
三
島
由
紀
夫
の
作
品
構
造
と
非
常
に
近
い
。

例
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
の
「
豊
簡
の
海
」
に
お
い
て
、
作
品
全
体
を
通
し
て
転

生
を
認
識
し
よ
う
と
努
め
る
人
物
本
田
は
、
別
荘
の
書
斎
の
覗
き
穴
か
ら
ツ
ン
・

ジ
ャ
ン
と
慶
子
の
姿
態
を
覗
き
、
ま
た
、
夜
の
公
闘
を
俳
佃
し
て
恋
人
た
ち
の
姿

を
覗
く
、
視
姦
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
取
材
を
も

と
に
害
か
れ
た
、
開
高
健
の
「
輝
け
る
闇
」

(
田
和
四
十
三
年
四
月
)

の
中
の

「
私
」
は
、
苛
烈
な
戦
争
を
取
材
し
て
い
る
自
分
を
「
私
は
狭
い
狭
い
薄
明
の
地

帯
に
庁
む
視
姦
者
だ
」
と
自
己
規
定
す
る
。
こ
う
し
た
視
姦
者
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

自
身
の
虚
無
を
埋
め
る
エ
ネ
ル
ギ
イ
を
外
に
、
他
者
の
中
に
求
め
、
そ
の
他
者
と

同
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
自
ら
も
充
実
感
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
構

造
を
最
も
端
的
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
雪
国
え
る
。
開
高
健
自
身
を
ベ



ト
ナ
ム
戦
争
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
お
も
む
か
せ
た
の
も
、
こ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ

イ
へ
の
渇
望
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
開
高
健
の
場
合
、
ベ
ト
ナ
ム
取
材
に
行
く
頃
に
は
、
す
で
に
、
こ
う

し
た
、
自
分
自
身
の
深
部
の
虚
無
を
凝
視
す
る
こ
と
を
避
け
、
虚
無
を
埋
め
る
も

の
を
ひ
た
す
ら
外
に
求
め
る
作
品
を
書
く
こ
と
に
「
く
た
び
れ
、
飛
朔
で
き
な
く

な
っ
て
い
て
、
文
体
も
素
材
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
」

(
「
『
青
い
月
曜
日
』

あ
と
が
き
」
)
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
自
身
の
内
心
に
た
ち
む
か
う
こ
と

を
「
青
い
月
曜
日
」
な
ど
で
こ
こ
ろ
み
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

「
輝
け
る
闇
」
は

戦
争
の
取
材
を
通
し
て
、
視
姦
者
と
し
て
の
自
己
が
消
散
し
て
し
ま
う
作
品
で
あ

り
、
そ
の
後
、
自
ら
後
記
の
中
で
「
第
二
の
処
女
作
と
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る

「
夏
の
闇
」
で
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
形
で
、
今
ま
で
の
も
の
と
は
別
の
も
の
が

主
題
に
す
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ホ
テ
ル
へ
も
ど
っ
て
ベ
ッ
ド
に
こ
ろ
が
り
、
夕
食
は
何
に
し
よ
う
か
、
も

う
阿
片
は
や
め
だ
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
私
は
う
と
う
と
、
ゆ
り
も
ど
し
の
、

眠
り
に
お
ち
て
い
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
は
か
ら
ず
も
異
境
を
か
い
ま
見
さ

せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
形
の
あ
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
と
し
て
登
場
し
な
か
っ

た
け
れ
ど
、
昏
睡
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
は
ず
な
の
に
意
識
が
す
み
ず
み
ま
で

澄
み
き
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
澄
明
の
感
触
が
い
ま
で
も
顔
を
こ
ち
ら

に
向
け
て
い
る
。
不
安
も
な
く
、
焦
燥
も
な
く
、
愉
悦
す
ら
な
く
、
感
動
も

お
ぼ
え
ず
、
た
だ
冴
え
き
っ
た
静
穏
だ
け
が
あ
る
。
骨
、
肉
、
内
臓
、
皮
膚
、

す
べ
て
が
消
え
、
純
粋
そ
の
も
の
な
の
に
き
び
し
さ
が
な
く
、
た
だ
お
だ
や

か
な
澄
明
が
音
も
な
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

(
略
)
た
だ
私
は
安
堵
し
き
っ

て
澄
明
に
ま
じ
ま
じ
と
見
と
れ
て
い
た
。
い
っ
さ
い
の
肉
に
つ
き
ま
と
う
属

性
が
気
化
し
て
し
ま
っ
て
、
眼
が
の
こ
っ
た
と
い
う
意
識
は
な
い
の
に
、
見

と
れ
て
い
た
と
い
う
感
触
が
ま
ざ
ま
ざ
と
さ
め
て
か
ら
あ
と
に
の
乙
っ
た
。

眼
を
あ
け
た
ま
ま
眠
っ
て
い
た
よ
う
な
感
触
が
さ
め
た
と
き
の
私
に
あ
っ
た
。

安
堵
と
澄
明
の
徹
底
が
熟
眠
の
あ
と
の
爽
快
と
な
っ
て
全
身
に
優
し
い
こ
だ

ま
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
私
は
詑
然
と
し
て
ベ
ッ
ド
に
よ
こ
た
わ
り
、
夜
の
サ

イ
ゴ
ン
の
ざ
わ
め
き
が
壁
と
窓
を
ふ
る
わ
せ
る
気
配
に
耳
を
か
た
む
け
た
。

疲
労
の
な
い
忘
我
を
私
は
そ
れ
ま
で
に
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
が
《
無

》
の
晴
れ
ぼ
れ
と
し
た
澄
明
は
そ
こ
ま
で
浄
化
し
て
く
れ
た
ら
し
か
っ
た
。

こ
乙
に
描
か
れ
た
、
自
身
の
虚
無
を
凝
視
し
て
得
ら
れ
る
安
堵
感
、
肉
体
を
失
つ

た
純
粋
な
意
識
の
も
つ
穏
や
か
さ
、
疲
労
の
な
い
忘
我
、
《
無
》
の
澄
明
に
よ
っ

て
浄
化
さ
れ
た
爽
快
さ
と
い
っ
た
も
の
は
、
主
題
と
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
の
も
の

と
は
ま
っ
た
く
逆
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
開
高
健
の
意
識
と
し
て
は
、

一
種
の
発
想
の
転
換
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
三

島
由
紀
夫
が
描
く
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
の
無
の
想
念
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新
し
い

が
も
っ
と
も
鮮
や
か
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
豊
簡
の
海
」
に
お
い

て
も
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
も
し
、
清
顕
君
が
は
じ
め
か
ら
ゐ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
」
と
本
田

は
雲
霧
の
中
を
さ
ま
よ
ふ
心
地
が
し
て
、
今
乙
乙
で
門
跡
と
会
っ
て
ゐ
る
こ

と
も
半
ば
夢
の
や
う
に
思
は
れ
て
き
て
、
あ
た
か
も
漆
の
盆
の
上
に
吐
き
か

け
た
息
の
曇
り
が
み
る
み
る
消
え
去
っ
て
ゆ
く
や
う
に
失
は
れ
て
ゆ
く
自
分

を
呼
び
さ
ま
さ
う
と
思
は
ず
叫
ん
だ
。

「
そ
れ
な
ら
、
勲
も
ゐ
な
か
っ
た
乙

と
に
な
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
そ
の
上
、

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、

こ
の
私
で
す
ら
も
:
:
:
」

門
跡
の
目
は
は
じ
め
て
や
や
強
く
本
田
を
見
据
ゑ
た
。

E
E
ろ
E
乙
ろ

「
そ
れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」



ー
永
い
沈
黙
の
対
座
の
の
ち
に
、
門
跡
は
し
め
や
か
に
手
を
鳴
ら
し
た
。

御
附
弟
が
あ
ら
は
れ
て
、
関
際
に
指
を
つ
い
た
。

「
折
角
お
い
で
や
し
た
の
や
し
、
南
の
お
庭
で
も
御
覧
に
い
れ
ま
せ
う
。
私

が
な
、
御
案
内
す
る
よ
っ
て
」

(
略
)

こ
れ
と
云
っ
て
奇
巧
の
な
い
、
閑
雅
な
、
明
る
く
ひ
ら
い
た
御
庭
で
あ
る
。

数
珠
を
繰
る
や
う
な
蝉
の
声
が
こ
こ
を
領
し
て
ゐ
る
。

M
U
a
v
'尋
今
，
、

そ
の
ほ
か
に
は
伺
一
つ
音
と
で
な
く
、
寂
実
を
極
め
て
ゐ
る
。
乙
の
庭
に

.
は
何
に
も
な
い
。
記
憶
も
な
け
れ
ば
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
、
自
分
は
来
て
し

ま
っ
た
と
本
田
は
思
っ
た
。

庭
は
夏
の
目
ざ
か
り
の
日
を
浴
び
て
し
ん
と
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、

「
豊
簡
の
海
」
の
最
後
で
、
松
枝
清
顕
、
飯
沼
勲
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、

安
永
透
と
転
生
を
認
識
し
て
き
た
は
ず
の
本
田
が
、
月
修
寺
の
門
跡
と
な
っ
た
聡

子
か
ら
、
そ
れ
を
単
な
る
「
心
々
」
の
問
題
、
だ
と
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
今
ま
で
自
分
の
追
い
求
め
て
き
た
も
の
が
す
べ
て
虚
妄
で
あ
っ

た
と
い
う
空
白
感
、
強
い
夏
の
光
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
の
輪
郭
を
失
つ

て
真
っ
白
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
し
ら
じ
ら
し
い
空
白
感
が
あ
る
ば
か
り
で
、
安

堵
感
や
穏
や
か
さ
、
浄
化
さ
れ
、
蘇
生
し
た
自
己
と
い
っ
た
故
済
の
感
覚
は
感
じ

ら
れ
な
い
。
同
も
な
い
空
聞
に
照
り
つ
け
る
強
い
夏
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

仮

面
の
告
白
」
の
最
後
の
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。
や
は
り
、
乙
乙
に
あ
る
の
は
、
伺

一
つ
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
な
い
た
め
に
、
自
己
の
欲
望
に
よ
る
幻
想
を

あ
た
か
も
現
実
の
認
識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
て
き
た
、
そ
う
し
た
自
己
欺
踊

が
破
れ
、
再
び
自
身
の
虚
無
に
直
面
す
る
「
人
格
制
離
の
非
現
実
の
瞬
間
」
で
あ

る
。
武
田
泰
淳
は
、

「
三
島
由
紀
夫
氏
の
死
の
の
ち
に
」

(
問
和
四
十
六
年
一
月

『
中
央
公
論
』
)
の
中
で
「
す
べ
て
を
棄
て
よ
、
と
は
仏
教
の
お
し
え
で
あ
り
ま

す
が
、
あ
な
た
は
空
感
を
突
き
つ
め
よ
う
と
し
た
『
暁
の
寺
』
に
お
い
で
さ
え
、

仏
教
的
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
《
無
》
の
中
に
何
の
教
済
の
イ
メ
ー

ジ
も
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
仏
教
的
な
「
空
感
」
で
は
な
く
、
何
と
し
て
も
埋
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
虚
無
感
し
か
抱
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
、
あ
る
い

は
、
三
島
由
紀
夫
に
あ
あ
し
た
形
の
死
を
選
ば
せ
た
、
と
い
っ
た
言
い
方
も
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
べ
て
は
幻
で
あ
り
、
ほ
か
に
は
伺
も
な
い
と
い
う
空
白
感
と
結
び
つ
い
た
夏

の
光
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
金
閣
寺
」
の
中
で
は
、
終
戦
の
詔
勅
を
聞
い
た
八
月
十

五
日
の
記
憶
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

内
部
の
古
び
た
金
箔
も
そ
の
ま
ま
に
、
外
壁
に
塗
り
た
く
っ
た
夏
の
陽
光

に
護
ら
れ
て
、
金
閣
は
無
益
な
気
高
い
調
度
品
の
や
う
に
し
ん
と
し
て
ゐ
た
。

森
の
燃
え
る
緑
の
前
に
置
か
れ
た
、
巨
大
な
空
っ
ぽ
の
飾
り
棚
。
乙
の
棚
の

寸
法
に
叶
ふ
置
物
は
、
途
方
も
な
い
巨
な
香
炉
と
か
、
途
方
も
な
い
膨
大
な
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虚
無
と
か
、
さ
う
い
ふ
も
の
し
か
な
か
っ
た
筈
だ
。
金
閣
は
そ
れ
ら
を
き
れ

い
に
喪
ひ
、
実
質
を
忽
ち
洗
ひ
去
っ
て
、
ふ
し
ぎ
に
空
虚
な
形
を
そ
こ
に
築

い
て
ゐ
た
。

「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
は
、
乙
の
記
憶
に
つ
い
て
、

月
十
五
日
の
焔
の
や
う
な
夏
の
光
り
が
見
え
る
」
と
語
り
、

「
あ
る
が
ま
ま
を
見
、
あ
る
が
ま
ま
を
心
に
刻
ま
う
。
乙
れ
が
自
分
の
こ

「
今
も
私
の
前
に
は
、
八

「
豊
鏡
の
海
」
の
本

田
は
、

の
世
で
最
後
の
楽
し
み
で
も
あ
り
、

つ
と
め
で
も
あ
る
」
と
決
心
し
て
聡
子
に
会

ぃ
、
最
後
に
光
に
満
ち
て
は
い
る
が
空
っ
ぽ
の
庭
を
見
る
。
あ
る
い
は
、
三
島
由

紀
夫
に
と
っ
て
、
終
戦
の
日
の
空
虚
な
夏
の
光
乙
そ
、
自
身
の
人
生
の
も
っ
と
も

本
質
的
な
原
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
開
高
健
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
、
《
無
》
の
澄
明
に
よ
る
浄
化
と
い
っ



た
主
題
は
「
夏
の
闇
」
か
ら
明
確
に
描
か
れ
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
処
女
作
の
多

く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

「
パ
ニ
ッ
ク
」
の
中
に
そ
う
し
た
後
の
主
題
を
、
商

芽
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
か
え
っ
て
純
粋
な
形
で
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

「
パ
ニ
ッ
ク
」
の
主
人
公
俊
介
は
、
ネ
ズ
ミ
の
群
れ
が
湖
に
消
え
て

い
く
の
を
見
て
次
の
よ
う
に
思
う
。

俊
介
は
靴
底
を
水
に
洗
わ
れ
、
索
、
さ
に
ふ
る
え
な
が
ら
乙
の
光
景
を
眺
め

て
い
た
。
朝
も
や
に
と
ざ
さ
れ
た
薄
明
の
沖
か
ら
は
つ
ぎ
つ
ぎ
と
消
え
て
い

く
小
動
物
の
悲
鳴
が
き
こ
え
て
き
た
。
そ
の
声
か
ら
彼
の
受
け
た
も
の
は
巨

大
で
新
鮮
な
無
力
感
だ
っ
た
。

一
万
町
歩
の
植
栽
林
を
全
滅
さ
せ
、
六
億
円

に
の
ぼ
る
被
害
を
の
こ
し
、
子
供
を
食
い
殺
し
、
屋
根
を
剥
い
だ
力
、
ひ
と

び
と
に
中
世
の
恐
怖
を
よ
み
が
え
ら
せ
、
貧
困
で
腐
敗
し
た
政
治
へ
の
不
満

を
め
ぎ
め
さ
せ
、
指
導
者
に
は
偽
善
に
み
ち
た
必
死
の
ト
リ
ッ
ク
を
考
え
さ

せ
た
、
そ
の
力
が
乙
こ
で
は
ま
っ
た
く
不
可
解
に
濫
費
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

乙
こ
で
の
作
者
の
意
識
と
し
て
は
、

「
ネ
ズ
ミ
の
大
群
が
不
可
抗
力
と
し
て
発

生
し
、
絶
頂
に
達
し
、
そ
し
て
あ
る
日
ふ
い
に
自
壊
し
て
い
く
過
程
を
追
い
つ
つ
、

そ
こ
に
一
つ
の
何
か
の
集
団
的
自
我
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
描
け
る
は
ず
だ
と
感

じ
ら
れ
た
」
(
「
頁
の
背
後
川
」
)
と
い
う
よ
う
に
、
自
我
が
集
団
を
と
お
し
て

躍
動
的
に
発
揮
さ
れ
る
様
を
描
乙
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
、
ネ
ズ
ミ
の
異

常
発
生
を
契
機
と
し
て
、
俊
介
が
自
己
の
肉
体
性
と
行
為
と
を
回
復
し
、
集
団
組

織
を
指
揮
し
て
躍
動
す
る
様
を
描
く
乙
と
に
言
葉
の
多
く
は
費
や
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
俊
介
の
中
を
通
過
し
て
い
く
「
巨
大
で
新
鮮
な
無

力
感
」
に
《
無
》
の
浄
化
作
用
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
不
可
解
」
で
無
目
的
な
、
し
か
し
、
巨
大
な
自
然
の
力
の
持
つ
浄
化
作
用
で
あ

る

「
夏
の
闇
」
の
「
私
」
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
眠
り
に
よ
る
浄
化
の
後
、
食
民
、

性
に
、
そ
し
て
、
大
自
然
の
な
か
で
の
釣
り
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
蘇
生
し
て
い

く
。
乙
れ
ら
は
、
や
は
り
、
自
然
な
生
き
方
の
持
つ
力
に
よ
る
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
も
、
ひ
た
す
ら
食
べ
、
繁
殖
し
、
最
後
に

死
滅
す
る
以
外
に
目
的
を
持
た
な
い
「
パ
ニ
ッ
ク
」
の
ネ
ズ
ミ
の
中
に
、
す
で
に

象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
私
」
は
、
銃
弾
が
か
す
め
る
中
、
ベ
ト

ナ
ム
人
兵
士
と
も
つ
れ
あ
い
な
が
ら
、
勤
労
動
員
で
働
い
て
い
た
操
車
場
に
米
軍

の
艦
載
機
が
襲
来
し
、
機
銃
掃
射
を
避
け
る
た
め
に
転
げ
込
ん
だ
田
ン
ぼ
の
中
で

友
人
と
も
つ
れ
あ
っ
た
、
太
平
洋
戦
争
末
期
の
記
憶
を
思
い
出
す
。
そ
し
て
、

「
輝
け
る
闇
」
の
最
後
の
場
面
で
、

「
私
」
は
ひ
た
す
ら
森
を
め
ざ
し
て
走
る
。

小
さ
な
塩
辛
い
肉
の
群
れ
に
無
言
で
お
し
わ
け
ら
れ
、
か
き
の
け
ら
れ
、
卑

劣
や
賎
し
さ
を
お
ぼ
え
る
乙
と
も
な
く
そ
れ
ら
』
鈍
く
お
し
か
え
し
、
っ
き
か
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え
し
つ
つ
私
は
森
へ
か
け
乙
ん
で
い
っ
た
。
し
め
や
か
な
苔
の
香
り
が
濡
れ

た
頬
を
か
す
め
た
。
ま
っ
暗
な
、
熱
い
鯨
の
胃
か
ら
腸
へ
と
落
ち
な
が
ら
私

は
大
き
く
毛
深
い
古
代
の
夜
を
あ
え
ぎ
走
っ
た
。

森
は
静
か
だ
っ
た
。

機
銃
掃
射
を
さ
け
る
た
め
に
泥
の
中
で
友
人
と
も
つ
れ
た
記
憶
は
、

曜
日
」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
死
に
接
近
し
、
そ
こ
で
生
を
得
た

「
青
い
月

と
き
の
暗
く
し
め
っ
た
自
然
の
手
触
り
が
、
開
高
健
に
と
っ
て
の
根
源
的
な
イ
メ
l

ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
け
く
わ
え
る
な
ら
ば
、

「
裸
の
王
様
」
に
お
い
て
も
、

ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
の
掃
絵
を
子
供
た
ち
に
描
か
せ
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
子
供
と

交
換
す
る
と
い
う
主
人
公
の
行
為
と
は
別
に
、
太
郎
の
、

ν伊
』
聞
か
せ
る
塑
践
と
な
っ

た
の
は
池
の
泥
の
感
触
と
水
底
の
森
に
棲
む
生
物
で
あ
る
。
関
高
健
は
、
虚
無
と



倦
怠
の
日
常
を
破
る
、
集
団
的
自
我
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
い
っ
た
初
期
の
テ
l
マ

の
背
後
に
あ
っ
た
、
自
然
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
か
な
形
で
っ
か
み
直
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
家
と
し
て
、
蘇
生
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

大
き
く
、
温
か
く
、
暗
く
て
し
め
っ
た
自
然
、
そ
し
て
、
そ
の
自
然
に
つ
つ
み

こ
ま
れ
て
・
自
尊
心
も
克
己
心
も
何
も
な
く
、
の
び
の
び
と
し
た
清
浄
な
感
覚
、
そ

う
し
た
感
覚
が
開
高
健
に
は
あ
り
、
三
島
由
紀
夫
に
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
比

倫
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
生
と
死
と
を
わ
け
る
場
面
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る

も
の
が
、
三
鳥
由
紀
夫
の
場
合
、
光
輝
い
て
は
い
る
が
小
さ
な
庭
で
あ
り
、
開
高

健
の
場
合
、
暗
く
て
大
き
な
森
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

こ
の
両
者
の
違
い
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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