
斎
藤
緑
雨
の

l

恋
愛
神
聖
論
か
ら
道
徳
回
帰
へ
の
時
代
の
中
で
|

「恋」

と

「闇」

は
じ
め
に

斎
藤
緑
雨
を
評
し
た
北
村
透
谷
の
「
『
泊
地
獄
』
を
読
む
」
(
明
二
五
・
四
、
五
)

に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

吾
人
は
非
精
無
心
の
草
木
と
共
に
生
活
す
る
者
に
あ
ら
ず
。
欲
に
荒
さ
び
、

情
に
溺
れ
、
痴
に
狂
す
る
人
類
の
中
に
棲
息
す
る
者
な
り
、
(
略
)
斉
し
く

情
を
解
し
同
じ
く
痴
に
駆
ら
れ
、
市
し
て
己
れ
の
み
は
身
を
挺
し
て
免
れ
た

る
者
の
、
他
に
対
す
る
憐
倒
と
同
情
は
遂
に
彼
を
し
て
世
を
厭
ひ
、
も
し
く

は
世
を
罵
る
に
至
ら
し
め
ざ
る
を
得
ん
や
。
世
を
厭
ふ
も
の
を
以
て
世
を
厭

ふ
と
す
る
は
非
な
り
。
世
を
罵
る
者
を
以
て
世
を
罵
る
と
す
る
は
非
な
り
。

世
を
厭
ふ
者
は
世
を
厭
ふ
に
先
ち
て
、
己
を
厭
ふ
な
り
。
世
を
罵
る
者
は
世

斎藤緑雨の「恋jと「閤j

を
罵
る
に
先
だ
ち
て
、
己
を
罵
る
な
り
。
己
れ
を
遣
れ
て
世
を
遺
る
』
を
知

る
。
己
れ
を
空
う
し
て
世
を
空
う
す
る
を
知
る
、
誰
れ
か
己
れ
を
厭
ふ
事
を

知
ら
ず
し
て
真
の
厭
世
家
と
な
り
、
己
れ
を
罵
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
真
の

罵
世
家
と
な
る
を
得
ん
や
。

世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
罵
倒
し
な
が
ら
、
今
ひ
と
つ
内
省
の
視
点
に
欠
け
、

た
だ
や
み
く
も
に
罵
り
続
け
て
い
る
だ
け
の
皮
肉
屋
。
緑
雨
を
こ
の
よ
う
な
イ
メ

塚

本

二三巴

与主

子

ー
ジ
で
固
定
し
て
い
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
、
こ
う
い
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
緑
雨
が
心
を
許
し
た
と
さ
れ
る
作
家
樋
口
一
葉
の
日
記
(
明
二
九
・
七

・
一
五
「
ミ
つ
の
上
日
記
」
)
に
は
、
「
世
の
人
い
は
く
正
太
夫
に
涙
な
し
た
ゾ

瑚
罵
の
毒
筆
を
も
て
る
の
ミ
と
こ
ハ
皮
相
の
見
な
る
な
か
ら
ん
か
お
も
ひ
余

り
で
は
涙
を
う
ち
に
の
み
こ
み
つ
』
に
く
き
意
見
も
い
ふ
事
あ
り
」
と
い
う
言
葉

を
、
緑
雨
が
吐
露
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
緑
雨
に
も
ま
た
、
「
己
れ

を
罵
り
」
、
「
己
れ
を
厭
ふ
」
よ
う
な
「
お
も
ひ
」
や
「
涙
」
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
心
の
深
淵
に
は
、
ど
の
よ
う
な
暗
閣
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小

稿
で
は
そ
れ
を
、
緑
雨
の
「
恋
」
の
捉
え
方
を
手
が
か
り
に
考
え
て
み
た
い
。

当
時
の
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
男
女
関
係
の
変
容
は
、
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
問
題

で
あ
っ
た
。
明
治
二

O
年
前
後
の
時
代
の
中
で
、
男
女
の
関
係
は
大
き
く
変
化
す

る
。
理
想
と
さ
れ
る
女
性
像
が
変
化
し
、
恋
愛
神
聖
論
が
提
唱
さ
れ
、
「
色
」
か

-131-

へ
、
「
家
」
か
ら
「
ホ

l
ム
」
へ
と
い
う
、
新
た
な
理
想
が
描
か
れ

て
い
く
。
「
恋
」
は
、
明
治
の
文
学
が
描
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
人
間
の
心
の
「
闇
」

を
生
み
出
す
一
つ
の
要
因
と
な
る
。
少
し
挙
げ
れ
ば
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
浮
雲
」

(
明
二

0
・
六

1
一
=
了
八
)
、
北
村
透
谷
の
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
(
明
二
五
・

ら
「
恋
愛
」



斎藤緑雨の「恋jと「閤j

一
一
)
と
そ
の
後
の
自
殺
、
尾
崎
紅
葉
の
「
心
の
闇
」
(
明
二
六
・
六

1
七
)
等
、

い
ず
れ
も
、
「
恋
」
が
そ
の
言
葉
の
華
や
か
さ
の
陰
で
生
み
出
し
て
ゆ
く
、
心
の

狂
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。

ほ
ぽ
同
じ
時
代
に
生
き
な
が
ら
、
緑
雨
の
女
性
や
「
恋
」
に
対
す
る
態
度
は
、

あ
ま
り
に
異
様
で
あ
る
。
先
行
論
に
お
い
て
、
緑
雨
は
女
性
を
激
し
く
嫌
悪
し
た

と
言
わ
れ
て
き
た
。
少
し
見
て
み
た
い
。
湯
地
孝
氏
は
、
「
そ
の
小
説
に
現
は
れ

て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
み
る
と
、
彼
は
先
ず
女
性
を
信
用
の
で
き
な
い
う
る

さ
い
厄
介
者
と
見
て
い
る
。
(
略
)
ま
た
も
う
一
つ
は
、
女
性
を
単
に
肉
欲
の
対

象
と
し
て
の
み
認
め
て
ゐ
る
J

と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
野
口
武
彦
氏
は
、
「
緑
雨

は
女
が
き
ら
い
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
き
ら
い
で
あ
り
な
が
ら
満
更
必
要

で
な
い
こ
と
も
な
い
こ
の
対
象
に
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ひ
と
し
お
の
嫌
悪
を

感
じ
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
J

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」

が
恋
愛
神
聖
論
へ
の
反
論
で
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
後
、
「
特
に
女
性
論
の
多
い

『
眼
前
口
頭
』
で
は
、
ほ
と
ん
ど
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
く
ら
い
に
辛
錬
な
ア
フ
ォ

リ
ズ
ム
で
女
を
こ
き
下
ろ
し
て
い
る
J

と
論
じ
る
。
ま
た
塚
越
和
夫
氏
も
、
「
緑

雨
の
特
徴
的
な
人
生
観
に
、
女
性
嫌
悪
が
あ
げ
ら
れ
る
J

と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
緑
雨
の
女
性
嫌
悪
は
、
大
方
の
一
致
す
る
見
解
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
緑
雨
の
女
性
嫌
悪
と
は
、
一
体
何
だ
っ
た
の
事
た
ろ
う
か
。
確
か
に

緑
雨
は
、
恋
愛
神
聖
論
を
批
判
し
、
後
の
「
眼
前
口
頭
」
(
明
=
二
・
一

1
一二一一

-
三
『
万
朝
報
』
)
な
ど
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
は
、
激
し
く
女
性
を
罵
倒
し
て
い

る
。
し
か
し
、
同
時
に
緑
雨
は
、
樋
口
一
葉
と
い
う
女
性
作
家
を
見
出
し
、
高
く

一
葉
と
緑
雨
の
小
説
に
お
け
る
類
縁
性
と
差

評
価
し
て
い
っ
た
一
人
で
も
あ
る
。

異
に
つ
い
て
は
以
前
の
論
で
考
察
し
た
が
、
女
性
を
嫌
悪
す
る
緑
雨
が
、

な
ぜ
純

情
な
初
恋
を
描
い
た
「
た
け
く
ら
べ
」
(
明
二
八
・
一

1
二
九
・
ご
に
、
自
分

の
「
門
三
味
線
」
(
明
二
八
・
七

1
八
『
読
売
新
聞
』
)
に
影
響
の
跡
を
残
す
ほ
ど

の
深
い
感
銘
を
受
け
た
の
か
。
そ
し
て
、
一
葉
宅
を
頻
繁
に
訪
問
し
、
二
莱
の
死

後
、
『
校
訂
二
来
全
集
』
(
明
三

0
・
六
)
の
校
訂
に
尽
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
ほ

ど

一
葉
と
そ
の
文
学
に
強
く
惹
か
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
、
恋
愛
神
聖
論
の
隆
盛
か
ら
道
徳
回

帰
へ
と
展
開
す
る
時
代
の
中
で
、
緑
雨
の
「
恋
」
と
「
闇
」
と
を
捉
え
て
み
た
い
。

明
治
期
前
半
は
、
恋
愛
神
聖
論
が
語
ら
れ
、
一
つ
の
勢
力
と
な
っ
て
い
た
時
代

で
あ
っ
た
。
巌
本
善
治
を
始
め
と
す
る
『
女
学
雑
誌
』
の
筆
者
た
ち
は
、
そ
の
牽

引
役
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
女
学
雑
誌
』
二
五
五
号
(
明
二
四
・
一
二
)
に
は
、

次
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。
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愛
の
真
相
は
生
理
的
の
作
用
に
あ
ら
ず
、

文
憐
倒
の
義
侠
心
に
あ
ら
ず
、
実

に
心
霊
と
心
霊
、
パ
ア
ソ
ン
と
パ
ア
ソ
ン
と
の
微
笑
の
握
手
な
り
、
何
ぞ
他

に
要
む
る
を
侠
た
ん
、
さ
れ
ど
人
間
も
と
こ
れ
社
会
的
の
動
物
な
り
、
さ
て

は
学
識
、
趣
味
、
理
想
等
の
一
致
を
要
す
る
な
り
、

一
致
と
は
対
等
の
意
に

あ
ら
ず
、
只
感
知
し
通
達
し
得
る
の
謂
な
り
、
換
言
す
れ
ば
理
想
に
も
学
識

に
も
趣
味
に
も
双
方
の
聞
に
相
知
ら
ん
こ
と
な
り
、
相
通
ぜ
ん
こ
と
な
り
、

ァ
、
、
霊
肉
両
界
の
知
己
、
こ
れ
円
満
な
る
対
等
の
愛
の
謂
な
り
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
緑
雨
は
、
「
泊
地
獄
」
(
明
二
四
・
五

i
六
『
国
会
』
)
、

「
か
く
れ
ん
ぼ
」
(
明
二
四
・
七
春
陽
堂
)
を
発
表
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

に
恋
愛
神
聖
論
に
対
す
る
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
「
泊
地
獄
」
は
、
純
朴
な
貞
之
進
と
い
う
書
生
が
小
歌
と
い
う
芸
妓



に
恋
し
、
妄
想
を
肥
大
化
さ
せ
て
い
く
様
を
、
明
笑
を
込
め
て
描
き
出
し
て
い
る
。

緑
雨
自
身
が
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
つ
い
て
述
べ
た
「
作
家
苦
心
談
」
(
明
三

O

-五
1
七
『
新
著
月
刊
』
)
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

-
今
一
つ
は
、
其
の
頃
は
や
ツ
た
恋
は
神
聖
だ
と
い
ふ
説
が
摘
に
さ
わ
ツ
た
こ

と
』
、
此
の
外
に
又
、
あ
れ
を
書
く
気
に
自
分
を
さ
せ
た
の
は
、
魯
文
以
来
、

千
篇
一
律
に
な
ツ
た
芸
娼
妓
も
の
が
、
卑
狸
だ
と
云
ふ
ん
で
排
斥
さ
れ
て
ゐ

ま
し
た
ネ
、
此
の
風
潮
に
対
し
て
ヤ
炉
に
さ
か
さ
ま
に
出
か
け
て
見
ゃ
う
と

思
ツ
た
の
で
、
芸
娼
妓
だ
ツ
て
恋
も
知
っ
て
ゐ
る
し
、
人
間
ら
し
い
所
も
あ

る
と
云
ふ
の
を
見
せ
て
や
ら
う
、
と
云
ツ
た
よ
う
な
つ
も
り
で
、

・
所
調
恋
愛
論
者
は
ひ
ど
く
女
を
有
難
が
る
。
一
体
恋
愛
な
ん
で
も
の
は
締
麗

な
こ
と
云
ツ
て
積
醜
夢
を
見
て
ゐ
る
も
ん
に
過
ぎ
な
い
。
鴎
外
漁
史
訳
の

『
埋
れ
木
』
に
「
恋
と
は
う
つ
く
し
き
夢
を
見
て
、
き
た
な
き
こ
と
を
す
る

も
の
ぞ
」
と
あ
る
、
が
是
れ
も
一
面
の
理
屈
だ
け
れ
ど
も
、
自
分
の
考
へ
る

と
こ
ろ
で
は
、
締
麗
さ
う
な
こ
と
を
云
ツ
て
、
醜
積
夢
を
見
て
ゐ
る
方
が
真

実
だ
と
思
ふ
。

こ
こ
で
緑
雨
は
、
恋
愛
神
聖
論
の
持
つ
矛
盾
を
、
芸
娼
妓
に
対
す
る
新
た
な
抑

圧
の
発
生
と
、
身
体
の
排
斥
と
い
う
点
か
ら
突
い
て
い
る
。
そ
れ
は
今
日
的
な
視

点
か
ら
見
て
も
新
鮮
で
あ
り
、
鋭
い
指
摘
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

斎藤緑雨の「恋」と「閤」

だ
が
、
こ
の
恋
愛
神
聖
論
へ
の
攻
撃
の
言
葉
の
背
後
に
は
、
緑
雨
の
あ
る
悲
哀

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

徹
頭
徹
尾
恋
愛
は
神
聖
だ
な
ぞ
と
云
ふ
こ
と
は
嘘
だ
。
体
の
い
』
こ
と
を
云

ふ
の
は
虚
偽
だ
。
(
略
)
又
恋
の
有
難
く
な
い
証
拠
は
、
初
恋
の
や
つ
が
添

ツ
た
例
が
、
今
ま
で
一
つ
も
な
い
。
女
に
し
ろ
、
男
に
し
ろ
、
始
め
て
惚
れ

た
者
が
出
来
た
時
に
区
役
所
に
届
出
さ
せ
て
、

双
方
気
の
あ
ツ
て
ゐ
る
や
つ

を
一
所
に
し
て
や
ツ
た
ら
知
ら
な
い
こ
と
、
当
然
ぢ
や
初
恋
の
遂
げ
る
の
は

殆
ど
な
い
。
夫
婦
だ
な
ん
て
威
張
ツ
た
ツ
て
つ
ま
ら
な
い
。
真
の
愛
か
ら
出

来
た
の
ぢ
ゃ
な
い
。
互
に
結
婚
す
る
前
に
何
処
の
や
つ
に
初
恋
を
し
た
や
つ

が
、
詮
方
な
し
に
此
方
へ
向
き
を
換
へ
て
来
た
の
だ
。
鮪
を
く
ひ
た
い
と
思

ツ
て
も
、
墓
口
の
都
合
で
喬
麦
に
し
て
置
く
の
に
違
ひ
な
い
。
愛
だ
の
恋
だ

の
を
締
麗
に
思
ふ
の
に
は
、
何
か
外
か
ら
色
を
つ
け
な
く
て
は
出
来
な
い
、

生
地
の
人
間
に
於
い
ち
ゃ
出
来
な
い
こ
ツ
た
。

こ
こ
に
は
緑
雨
の
、
「
初
恋
」
と
い
う
「
真
の
愛
」
へ
の
深
い
執
着
と
、
そ
れ

が
叶
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
失
意
が
見
ら
れ
る
。
「
初
恋
」
と
は
叶
え

ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
緑
雨
の
中
に
根
強
く
存
在
し
続
け
た
よ

う
で
あ
る
。
「
眼
前
口
頭
」
に
は
、
「
花
聞
に
月
下
に
、
言
は
ぬ
思
ひ
の
唯
打
向

ひ
て
果
つ
べ
き
生
涯
な
ら
ば
、
わ
れ
は
恋
の
神
聖
を
疑
は
じ
。
彼
れ
と
此
れ
と
は

倶
に
初
恋
の
、
つ
ゆ
動
か
ぬ
保
証
を
公
に
得
る
も
の
な
ら
ば
、
わ
れ
も
さ
ま
で
は

疑
は
じ
。
」
と
い
っ
た
一
節
が
見
ら
れ
る
。
緑
雨
は
、
け
が
れ
な
き
「
初
恋
」
な

q
J
 

n
t
u
 

唱

E
A

ど
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
ぬ
こ
と
を
、
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

更
に
緑
雨
は
、
「
作
家
苦
心
談
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
引
用
は
少
し
長
い
。

自
分
が
彼
著
(
注
・
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
)
を
か
く
前
の
頃
は
、
斯
う
考
え
て
ゐ

た
。
詰
ま
ら
ぬ
も
の
を
活
字
に
し
て
世
間
に
出
し
て
、
又
活
字
で
評
さ
れ
て
、

虚
名
が
出
て
、
其
為
に
自
分
が
左
右
さ
れ
て
其
れ
が
邪
魔
に
な
っ
て
頭
が
あ

が
ら
な
い
、
窮
屈
な
思
ひ
を
す
る
、
何
故
か
う
い
ふ
こ
と
に
な
っ
て
来
た
か
、

と
つ
く
/
¥
思
ツ
た
、
其
れ
で
自
分
の
心
は
逆
境
に
立
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
故

も
あ
る
が
、
一
日
も
太
平
と
云
ふ
こ
と
を
知
ら
な
い
。
太
平
だ
と
云
ッ
た
っ

て
、
何
も
金
が
懐
中
に
あ
っ
て
、
柱
を
背
負
て
、
両
脇
に
女
を
置
く
こ
と
で

は
な
い
。
宿
直
料
を
貰
ツ
て
、
帰
が
け
に
紫
唐
縮
緬
に
牛
の
皮
つ
〉
ん
で
、
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妻
君
と
肉
を
譲
り
あ
ッ
て
食
ふ
時
に
太
平
が
あ
る
の
だ
。
車
屋
が
仙
台
館
の

安
い
の
を
買
ツ
て
帰
り
、
女
房
は
家
に
ゐ
て
破
れ
火
鉢
の
側
に
、
コ
ロ
ッ
プ

の
取
れ
た
徳
利
に
酒
を
買
っ
て
待
っ
て
い
る
、
す
ぶ
た
の
裏
か
ら
焼
芋
が
出

る
、
と
云
う
の
も
太
平
で
あ
る
。
其
れ
で
年
を
取
れ
ば
、
亭
主
に
内
密
で
嫁

が
か
く
し
て
呉
れ
た
小
遣
も
ツ
て
出
か
け
て
、
孫
の
土
産
で
も
買
ツ
て
帰
る
、

随
路
口
ま
で
来
た
姿
を
孫
が
「
お
祖
父
さ
ん
帰
ツ
て
き
た
の
」
と
組
る
、

「
お
前
に
は
此
所
に
お
み
や
が
あ
る
」
と
五
文
十
文
の
土
産
を
出
す
時
も
矢

張
太
平
だ
。
自
分
は
活
字
に
頭
を
左
右
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
此
の
太
平
を
見

る
こ
と
が
出
来
な
い
ん
だ
。
太
平
が
出
来
な
い
も
の
な
ら
、
寧
世
の
中
を
、

常
に
黒
雲
の
立
ち
迷
う
て
ゐ
る
、
閣
に
し
て
し
ま
ふ
方
が
よ
い
と
思
ツ
た
。

道
徳
だ
ら
う
が
、
法
律
だ
ら
う
が
、
縄
一
筋
の
こ
ツ
た
か
ら
、
何
で
も
し
た

い
偉
で
送
る
方
が
よ
い
、
放
時
の
限
り
を
つ
く
し
、
悪
事
の
限
り
を
つ
く
し

て
見
た
方
が
よ
い
、
と
其
の
時
分
不
図
考
へ
た
こ
と
が
あ
ツ
た
ん
だ
。

(
略
)
太
平
が
出
来
な
い
位
な
ら
、
世
の
中
を
闇
雲
に
し
て
仕
舞
ふ
方
が
い

与
、
(
略
)
花
も
ど
う
せ
散
る
花
な
ら
、
早
く
ち
る
が
い
』
、
嵐
を
つ
か
ま

し
て
愚
痴
を
云
ツ
て
る
よ
り
は
、
棒
を
も
ツ
て
い
ツ
て
、
は
た
き
落
と
し
て

仕
舞
へ
と
思
ふ
。

太緑
平雨
」は

を
得慎
らま
れし
ない
いが
自情
己 1::

g雪
し た
さ家
を感

量討
すあ
る歪
の刑

きで
怠出

zて
「 そ
自し
分て
はこ
活の

字
に
頭
を
左
右
さ
れ
て
ゐ
た
か
ら
、
此
の
太
平
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
ん
だ
。

太
平
が
出
来
な
い
も
の
な
ら
、
寧
世
の
中
を
、
常
に
黒
雲
の
立
ち
迷
う
て
ゐ
る
、

聞
に
し
て
し
ま
ふ
方
が
よ
い
と
思
ツ
た
。
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
書
く
」
こ
と
に

愚
か
れ
、
平
穏
な
世
か
ら
は
み
出
し
た
人
間
の
姿
と
、
「
世
の
中
」

拒
絶
感
が
見
ら
れ
る
。

へ
の
激
し
い

緑
雨
の
恋
愛
神
聖
論
へ
の
批
判
の
背
後
に
は
、
「
初
恋
」
の
不
可
能
と
い
う

拭
い
が
た
い
意
識
と
、
「
書
く
」
こ
と
に
取
り
愚
か
れ
た
人
聞
が
失
っ
て
し
ま

っ
た
、
「
太
平
」

へ
の
憧
れ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
新
し
い
西
洋
型
の
「
恋
愛
」

ゃ
、
「
ホ

l
ム
」
と
い
う
も
の
が
、
強
く
語
り
出
さ
れ
て
い
く
時
代
の
中
で
、
逆

に
膨
ら
ま
さ
れ
て
い
っ
た
疎
外
感
で
は
な
か
っ
た
か
。

緑
雨
の
「
闇
」
、
そ
し
て
「
書
く
」
こ
と
も
ま
た
、
「
恋
」
に
対
す
る
喪
失
感
を

根
源
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
明
二
六
・
二
『
ほ
ご
袋
』
所
収
春
陽
堂
)
は
、

獄
」
(
明
二
四
・
五

1
六
)
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
(
明
二
四
・
七
)
よ
り
も
早
く
、
明

治
二
三
年
四
月
に
、
初
案
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
「
売
花
翁
」
に
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
な
緑
雨
の
「
恋
」
や
「
太
平
」
に
対
す
る
捉
え
方
と
、
不
条
理
感
と
が
描

緑
雨
の
「
売
花
翁
」

「
油
地
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き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
緑
雨
の
原
景
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
売
花
翁
」
は
、
花
売
り
に
身
を
落
と
し
た
一
人
の
翁
が
、
自
分
の
来
歴
を
語

る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
「
我
」
は
、
幼
少
時
か
ら
親
し
ん
で
き
た
初
恋

の
少
女
に
想
い
を
抱
い
て
い
た
が
、
親
の
薦
め
る
相
手
と
結
婚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ

と
に
な
る
。
彼
は
、
少
女
と
駆
け
落
ち
す
る
こ
と
さ
え
も
思
い
描
く
が
、
初
恋
は

遂
げ
ら
れ
ず
、
親
の
薦
め
る
女
性
と
結
婚
す
る
。
少
女
は
去
る
。
だ
が
彼
は
、
そ

の
少
女
へ
の
想
い
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
局
離
縁
す
る
。
そ
の
後
、
彼
は

偶
然
初
恋
の
少
女
と
そ
っ
く
り
の
女
性
を
見
つ
け
、
結
婚
す
る
。
だ
が
彼
は
そ
の

妻
と
遊
び
暮
ら
し
、
家
業
を
破
綻
さ
せ
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
失
意
の
中

で
、
彼
は
二
度
と
結
婚
は
せ
ぬ
と
決
心
し
真
面
目
に
働
く
。
そ
の
後
ま
た
結
婚
す



る
こ
と
に
な
り
、
今
度
は
貧
し
い
な
が
ら
も
愛
情
の
あ
る
真
の
幸
福
を
つ
か
み
か

け
る
。
だ
が
、
妻
は
突
然
病
死
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
花
売
り
と
な
っ
た
彼
は
、

「
此
の
世
ハ
馬
鹿
ら
し
く
」
、
「
こ
の
身
に
成
て
見
れ
ば
花
売
り
ハ
絵
に
か
い
た

ほ
ど
面
白
い
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
虚
無
感
や
孤
独
感
を
抱
く
に
至
る
。

こ
こ
に
は
、
初
恋
が
実
現
せ
ず
、
そ
の
影
を
追
い
求
め
て
、
生
涯
を
狂
わ
さ
れ

て
い
く
悲
劇
が
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
心
を
入
れ
替
え
、
や
っ
と
手
に
入
れ
よ
う

と
し
た
平
穏
な
家
庭
生
活
も
、
妻
の
突
然
の
死
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
。
そ
の
背
景

に
は
、
本
当
に
愛
し
た
者
と
は
添
え
な
い
と
い
う
人
の
世
の
巡
り
合
わ
せ
や
、
結

婚
し
で
も
妻
が
逃
げ
て
し
ま
う
と
い
う
人
の
心
の
分
か
ら
な
さ
や
、
家
庭
的
な

幸
福
が
得
ら
れ
よ
う
と
す
る
寸
前
で
の
妻
の
病
死
と
い
っ
た
、
人
聞
を
翻
弄
す

る
力
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.
緑
雨
の
描
き
出
す
世
界
に
は
、
こ
う

い
っ
た
不
条
理
の
感
覚
が
あ
る
。

例
え
ば
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
山
村
俊
雄
と
い
う
一
人
の
男
性
が
、
女
性
を
次

々
に
取
り
替
え
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
彼
自
身
の
意
志
ら
し
き
も
の

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
彼
は
、
「
小
春
ハ
野
々
宮
大
尽
最
愛
の
持
物
」
と
い
う
噂
が

耳
に
入
っ
た
た
め
小
春
か
ら
お
夏
に
移
り
、
「
何
処
で
聞
い
た
か
氏
も
分
ら
ぬ
色

道
じ
ま
ん
」
に
「
心
底
嘆
服
」
し
て
秋
子
に
言
い
寄
り
、
入
れ
上
げ
た
あ
げ
く
裏

切
ら
れ
、
「
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
」
冬
吉
と
離
れ
ら
れ
ぬ
よ
う
に
な
り
、
「
朝
夕
を
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共
に
」
し
た
と
こ
ろ
「
冬
吉
の
く
ど
い
に
飽
い
て
」
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
彼

は
偶
然
や
惰
性
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
門
三
味
線
」
に
も
、

持
ち
ゃ
う
一
つ
の
心
に
神
ハ
あ
り
な
が
ら
棚
に
ま
ば
ゆ
き
燈
明
か
』
げ
て
、

守
ら
せ
た
ま
へ
と
形
の
神
を
た
の
む
果
敢
な
さ
、
な
が
め
ハ
初
花
も
苔
の
ま

』
聞
か
ず
パ
、
だ
ま
さ
れ
て
誇
る
色
香
の
末
、
雨
に
よ
ご
る
』
こ
と
も
な
し
、

這
う
ま
い
立
つ
ま
い
歩
む
ま
い
、
這
う
と
も
立
っ
と
も
歩
む
と
も
、
六
っ
か

七
っ
か
八
つ
を
限
り
に
何
故
人
ハ
死
な
ぬ
ぞ
、
そ
れ
其
処
に
笹
が
あ
る
サ
ツ

サ
と
逃
げ
た
が
嘘
の
は
じ
め
、
年
ゆ
ゑ
汚
る
』
浅
ま
し
の
身
ハ
、
う
ま
れ
た

が
是
非
な
の
世
に
こ
れ
も
因
果
か
。

と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
生
そ
の
も
の
へ
の
根
深
い
懐
疑
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
門
三
味
線
」
は
、
純
心
だ
っ
た
二
人
の
少
女
が
、
一
人
の
少
年
を
聞
に

し
て
、
時
が
流
れ
、
年
齢
を
重
ね
る
と
共
に
、
恋
情
と
嫉
妬
に
目
覚
め
、
人
間
関

係
の
複
雑
さ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
予
兆
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
人
聞
の
意
志
と
い
う
も
の
の
無

力
で
あ
り
、
人
聞
を
翻
弄
す
る
何
も
の
か
の
力
の
強
さ
で
あ
る
。
緑
雨
の
、

「
恋
」
や
「
太
平
」
に
対
す
る
不
信
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
、
ど
う
に
も
な

ら
ぬ
不
条
理
の
深
淵
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

P
D
 

q
J
 

唱
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緑
雨
は
、
恋
愛
神
聖
論
へ
の
攻
掌
者
と
な
る
。
緑
雨
の
暗
さ
は
、
こ
の
深
淵
か

ら
抜
け
出
す
術
を
見
出
せ
ず
、
徹
底
し
た
攻
撃
へ
と
転
じ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
っ

た
。
先
に
も
引
用
し
た
が
、
「
太
平
が
出
来
な
い
も
の
な
ら
、
寧
世
の
中
を
、
常

に
黒
雲
の
立
ち
迷
う
て
ゐ
る
、
閣
に
し
て
し
ま
ふ
方
が
よ
い
。
」
、
「
花
も
ど
う
せ

散
る
花
な
ら
、
早
く
ち
る
が
い
』
、
嵐
を
つ
か
ま
し
て
愚
痴
を
云
ツ
て
る
よ
り
は
、

棒
を
も
ッ
て
い
ツ
て
、
は
た
き
落
と
し
て
仕
舞
へ
」
と
、
緑
雨
は
述
べ
る
。
そ
れ

は
、
時
代
の
中
で
徹
底
的
に
「
嫌
」
を
通
す
存
在
と
し
て
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
で

あ
っ
た
。

緑
雨
は
、
三
人
冗
語
の
一
人
と
し
て
、
樋
口
一
葉
の
「
た
け
く
ら
べ
」

を
激
賞
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し
、
急
速
に
一
葉
に
接
近
し
て
い
く
。
一
葉
も
ま
た
、
「
逢
へ
る
ハ
た
y
の
二
度

な
れ
ど
親
し
み
ハ
千
年
の
刷
染
み
に
も
似
た
り
」
(
明
=
九
・
五
・
二
九
「
ミ
つ

の
上
日
記
」
)
と
、
緑
雨
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
作
家
に
は
、

互
い
に
呼
び
合
う
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

冒
頭
に
も
述
べ
た
が
、
緑
雨
の
「
門
三
味
線
」
に
は
、
「
た
け
く
ら
べ
」
の
影

響
が
強
く
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
強
い
関
心
を
緑
雨
が
抱
い
た
の
は
、
「
た
け

く
ら
べ
」
も
ま
た
、
初
恋
が
遂
げ
ら
れ
ぬ
残
酷
な
運
命
を
描
き
出
し
て
い
た
か

一
葉
に
と
っ
て
も
、
恋
は
か
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
阻
む
の
は
不
条
理
な
力
で
あ
っ
た
。
緑
雨
が
二
来
の
文
学
に
惹
き
付
け
ら

ら
で
は
な
か
っ
た
か
。

れ
て
い
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、

そ
こ
に
あ
る
。

一
葉
も
、
デ
ビ
ュ
ー
作
「
闇
桜
」
(
明
二
五
・
一
二
)
以
降
、
「
別
れ
霜
」
(
明

二
五
・
四
)
、
「
た
ま
棒
」
(
明
二
五
・
四
)
、
「
五
月
雨
」
(
明
二
五
・
七
)
、
「
経

つ
く
え
」
(
明
二
五
・
一

O
)
、
「
暁
月
夜
」
(
明
二
六
・
二
)
と
、
様
々
な
抗
し

難
い
原
因
に
よ
っ
て
恋
に
破
れ
、
そ
の
結
果
あ
る
い
は
死
に
至
る
と
い
う
、
似

た
パ
タ
ー
ン
の
物
語
を
、
繰
り
返
し
描
き
続
け
て
き
た
。
二
業
も
ま
た
、
「
書

く
」
こ
と
の
根
底
に
、
「
恋
」
の
喪
失
を
抱
え
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
後
に
は
、

一
葉
も
、
「
十
三
夜
」
〈
明
二
八
・
一
二
)
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
(
明

二
九
・
二
)
「
わ
れ
か
ら
」
(
明
二
九
・
五
)
と
、
結
婚
の
悲
劇
を
描
い
て
い
く
。

一
葉
は
、
「
闇
桜
」
発
表
以
前
か
ら
後
々
ま
で
、
『
女
学
雑
誌
』
に
高
い
関
心

を
示
し
、
読
み
続
け
て
い
る
。
恋
愛
神
聖
論
と
い
う
新
し
い
理
想
は
、

一
葉
を

も
ま
た
苦
し
め
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
恋
愛
」
、

「
結
婚
」
、
「
ホ

l
ム
」
と

い
う
物
語
か
ら
ず
り
落
ち
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
二
人
の
作
家
は
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
一
葉
の
「
闇
」
は
、
社
会
に
対
峠
す
る
表
現
と
し
て
の
通
路
を
獲

得
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
「
暗
夜
」
(
明
二
七
・
七

1
一
一
)

の
お
蘭
の
、
波
崎
と

い
う
政
治
家
へ
の
暗
殺
と
し
て
現
れ
る
、
あ
る
い
は
、
「
大
つ
ご
も
り
」
(
明
二
七

-
一
二
)
の
石
之
助
の
、
貧
者
た
ち
に
金
銭
を
ば
ら
ま
く
と
い
う
一
種
の
ヒ
ロ
イ

ズ
ム
と
な
っ
て
現
れ
る
、
こ
の
世
と
格
闘
す
る
、
「
革
命
」
の
意
識
で
あ
る
。

一
葉
は
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
の
根
源
に
、
「
金
銭
」
の
非
情
さ
と
い
う

そ
し
て
、

も
の
を
見
据
え
て
い
く
。
「
大
つ
ご
も
り
」
は
、
拡
大
し
て
い
く
貧
富
の
差
の
中

で
、
誠
実
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
一
人
の
下
女
の
盗
み
を
と
ら
え
て
い
る
。
「
た

け
く
ら
べ
」
で
は
、
大
音
寺
前
と
い
う
金
銭
に
支
配
さ
れ
た
町
と
大
人
た
ち
の
姿

が
背
景
に
描
か
れ
て
お
り
、
子
供
た
ち
も
ま
た
、
そ
の
関
わ
り
の
中
で
生
き
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
「
に
ご
り
え
」

で
は
、
酌
婦
お
力
が
自
分
の
一
生

を
在
わ
せ
た
原
風
景
と
し
て
語
る
の
は
、
七
つ
の
年
の
冬
に
米
を
溝
に
こ
ぼ
し
た
、

貧
し
さ
か
ら
発
す
る
悲
し
い
体
験
で
あ
り
、
そ
れ
は
お
力
の
愛
人
で
あ
っ
た
源
七

の
息
子
太
吉
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
「
わ
れ
か
ら
」
で
は
、
妻
美
尾
の
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心
を
狂
わ
せ
夫
を
裏
切
ら
せ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
金
銭
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
緑
雨
の
「
闇
」
は
、
こ
の
世
の
全
て
を
否
定
す
る
、
出
口
を

探
り
当
て
ら
れ
ぬ
「
闇
」
で
あ
っ
た
。

緑
雨
は
ま
た
、

一
葉
の
「
暗
夜
」
の
お
蘭
に
つ
い
て
、
「
う
ら
め
る
男
の
文
お

こ
し
』
に
償
り
は
む
ね
に
ミ
ち
つ
』
猶
そ
し
ら
ぬ
顔
に
か
へ
し
し
た
』
む
る
の
候

あ
り
き
あ
れ
こ
そ
ハ
つ
』
み
な
き
御
本
心
な
る
べ
け
れ
、
」
(
明
二
九
・
七
・
一

五
「
ミ
つ
の
上
日
記
」
)
と
述
べ
、
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
緑

雨
が
二
来
の
文
学
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
、
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
緑
雨
は
、

二
来
の
描
く
女
性
の
心
の
「
鹿
」
な
る
も
の
に
も
、
惹
か
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な

か
っ
た
か
。

一
葉
の
「
軒
も
る
月
」
(
明
二
八
・
四
)
に
は
、
夫
あ
る
女
性
お
袖
が
、
以
前

の
奉
公
先
の
「
樫
町
の
殿
」
か
ら
の
手
紙
を
読
み
な
が
ら
、
恋
に
身
を
焼
く
姿
が



描
か
れ
て
い
る
。

や
つ
れ
た
り
と
も
美
貌
と
は
誰
が
目
に
も
許
す
ぺ
し
、
あ
は
れ
果
敢
な
き
塵

塚
の
中
に
運
命
を
持
て
り
と
も
、
識
な
き
汚
れ
は
蒙
む
ら
じ
と
思
へ
る
身
の
、

猶
何
所
に
か
割
闘
の
ひ
そ
み
て
、
ぁ
ゃ
な
き
物
を
も
思
は
す
る
よ
、
(
略
)

樫
町
が
殿
の
容
貌
も
今
は
飽
く
ま
で
胸
に
う
か
べ
ん
、
我
が
良
人
が
所
為
の

を
さ
な
き
も
強
い
て
隠
く
さ
じ
、
百
八
煩
悩
お
の
づ
か
ら
消
え
ば
こ
そ
、
殊

更
に
何
か
は
消
さ
ん
、
血
も
沸
か
ば
沸
け
炎
も
燃
へ
ば
も
へ
よ
と
て
、
微
笑

を
含
み
て
読
み
も
て
ゆ
く
、
(
傍
線
塚
本
、
以
下
同
様
)

こ
こ
で
は
、
不
貞
の
恋
に
誘
わ
れ
て
い
く
お
袖
の
想
い
に
対
し
て
、
「
悪
魔
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
緑
雨
も
ま
た
、
猪
野
謙
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
人
間
の
心
に
潜
む

「
悪
魔
」
に
惹
か
れ
た
作
家
で
あ
っ
た
。
猪
野
氏
も
挙
げ
て
い
る
が
、
亡
友
緑
雨

へ
の
呼
び
か
け
と
し
て
書
か
れ
た
島
崎
藤
村
の
「
沈
黙
」
(
大
二
・
二
)
に
、
次

の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

君
が
木
村
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』
の
梗
概
を
聞
い
て

来
た
時
に
は
、
全
く
君
も
感
心
し
た
顔
附
き
で
、

『
ど
う
も
異
人
は
エ
ラ
イ
。
彼
様
い
ふ
こ
と
を
考
へ
て
る

l
実
は
撲
も
、
悪

魔
と
い
ふ
も
の
を
書
い
て
見
た
い
と
思
っ
た
が
、
異
人
は
も
う
疾
く
に
そ
れ

斎藤緑雨の「恋」と「間J

を
遣
っ
て
い
る
。
』

緑
雨
は
「
悪
魔
」
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
、
女
性
の
中
に
潜
む
「
悪
鹿
」

も
ま
た
、
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
あ
げ
た
「
売
花

翁
」
で
は
、
花
売
り
と
な
っ
た
「
翁
」
が
、
妻
は
「
魔
物
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

ま
た
、
「
柴
小
舟
」
(
明
二
四
・
八
『
東
洋
新
報
』
)
で
は
、
自
ら
請
う
た
嫁
に
対

し
て
、
婚
姻
後
一
転
し
て
残
虐
な
ま
で
に
い
じ
め
る
姑
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
は
、
今
一
つ
、

一
葉
の
描
く
女
性
達
の
よ
う
な
内
的
な
膨
ら
み
を
持
つ
に

は
至
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
女
性
嫌
悪
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
の
「
魔
」
な
る
も

の
を
覗
き
込
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

一
葉
は
晩
年
に
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
、
「
わ
れ
か
ら
」
と
、
姦
通
す
る
女
性
を

描
く
よ
う
に
な
る
。
二
築
の
死
後
、
緑
雨
が
『
校
訂
一
葉
全
集
』
の
校
訂
に
尽
力

し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
ま
で
、
女
性
を
憎
悪
し
罵
倒
し
た
と
さ
れ
て
き

た
、
緑
雨
の
不
貞
や
姦
通
に
関
す
る
言
葉
は
、
も
う
一
度
見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

四

緑
雨
の
「
眼
前
口
頭
」
(
明
コ
二
・
一

1
三
二
・
一
二
)
は
、
女
性
に
つ
い
て
の

過
激
な
記
述
が
多
く
、
連
載
の
一
回
分
が
風
俗
壊
乱
及
、
び
秩
序
壊
乱
の
廉
で
発
禁

円，

d
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処
分
を
受
け
た
問
題
作
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
緑
雨
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
記

す。
O
彼
の
妻
を
見
よ
、
飼
犬
を
見
よ
、
大
差
あ
り
や
。
餌
を
与
ふ
る
こ
と
を
忘
れ

ず
パ
、
吠
ゆ
る
こ
と
な
し
。

O
生
殖
作
用
ハ
、
生
活
作
用
也
。
飢
ゑ
ざ
ら
ん
が
為
と
い
ふ
こ
と
、
女
子
が
結

婚
の
一
条
件
た
る
を
以
て
見
れ
パ
。

確
か
に
、
女
性
を
噸
笑
し
罵
倒
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
緑
雨
の
本
当
の

主
張
は
、
逆
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

O
わ
が
所
思
を
つ
ら
ね
た
る
と
、
時
弊
を
う
つ
し
た
る
と
、
換
言
す
れ
ば
正
面

と
側
面
と
を
、
眼
前
口
頭
ハ
一
々
区
分
せ
ず
。
さ
れ
パ
宗
教
、
社
会
、
及
び

婦
女
と
い
ふ
こ
と
に
関
係
あ
る
諸
雑
誌
の
、
こ
の
程
ハ
一
斉
に
わ
れ
に
鉾
を



斎藤緑雨の「恋Jと「問」

向
け
た
れ
ど
も
、
多
く
は
誤
読
者
の
み
。
答
ふ
べ
き
義
務
な
し
。
其
芸
娼
妓

を
目
安
と
す
と
い
へ
る
記
者
の
如
き
、
頭
脳
の
不
透
明
を
欄
む
の
外
無
し
、

わ
が
目
に
触
れ
し
限
り
に
て
ハ
、
唯
り
六
合
雑
誌
の
み
ぞ
、
解
を
誤
ら
ざ
る

に
近
か
り
け
る
。

緑
雨
が
、
多
く
の
雑
誌
の
攻
撃
を
誤
読
と
し
、
た
だ
一
つ
「
解
を
誤
ら
ざ
る
に

近
か
り
け
る
。
」
と
い
っ
た
『
六
合
雑
誌
』
の
、
第
一
二
八
号
(
明
三
二
・
二
)
「
時

評
」
、
「
時
事
雑
感
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

緑
雨
な
る
人
あ
り
高
朝
報
に
「
眼
前
口
頭
」
と
題
し
て
頻
り
に
婦
人
の
堕
落

を
描
き
出
し
た
り
、
(
略
)
吾
人
余
り
に
其
語
の
酷
な
る
を
嫌
ひ
た
り
き
、

退
ひ
て
考
ふ
る
に
方
今
の
女
子
治
々
此
大
病
に
躍
ら
ざ
る
も
の
夫
れ
幾
何

ぞ予
輩
は
切
に
当
今
の
女
子
が
品
位
を
保
た
ん
こ
と
を
望
む
也
、
(
略
)
否
、

交
際
社
会
の
花
、
期
劇
制
刻
到
た
る
品
格
と
愛
情
を
保
た
ん
こ
と
を
望
む
也
、

女
子
は
則
ち
社
会
の
母
た
る
を
知
ら
ず
や
。
(
略
)
利
巧
な
る
当
世
の
女
子

は
金
銭
あ
る
所
に
嫁
す
る
を
知
れ
り
、
利
欲
の
為
に
は
人
の
妾
た
る
を
以
て

己
の
権
利
の
如
く
に
思
へ
り
、
真
に
相
思
相
恋
の
情
を
以
て
其
夫
を
選
ぶ
者

能
く
幾
人
ぞ
、
嶋
呼
男
女
の
婚
姻
は
利
益
の
問
題
と
な
れ
り
、
金
銭
の
問
題

と
な
れ
り
、
風
教
の
衰
微
一
に
蕊
に
至
れ
る
か
、

婚
姻
の
重
ん
ぜ
ら
れ
ざ
る
は
組
側
の
尤
も
衰
へ
た
る
徴
也
、
人
心
の
尤
も
堕

落
し
た
る
徴
也
、
婦
人
が
其
冠
た
る
真
の
愛
情
を
失
ひ
た
る
徴
也
、
精
神
的

恋
愛
の
衰
ふ
る
は
人
心
の
俗
化
せ
る
著
し
き
徴
な
り
、
世
の
女
子
唯
金
銭
の

為
に
婚
し
、
若
し
く
は
獣
欲
の
為
に
婚
す
る
か
、
其
動
産
視
せ
ら
る
』
固
よ

り
也
、
(
略
)
鳴
呼
当
世
の
女
子
は
堕
落
し
ぬ
、

緑
雨
の
記
述
が
、
こ
の
記
事
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
六
合
雑
誌
』
の
次
号
、

第
二
一
九
号
(
明
三
二
・
三
)
に
、
「
簡
に
緑
雨
子
の
文
を
評
す
る
や
彼
は
高
朝

報
に
掲
げ
て
『
尤
も
善
く
吾
意
を
解
し
得
た
り
と
思
は
る
与
は
六
合
雑
誌
の
み
な

り
』
と
調
ひ
た
り
き
、
」
と
、
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

『
六
合
雑
誌
』
は
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
雑
誌
で
あ
り
、
こ
の
記
事
に
も
、
「
家

庭
の
女
王
」
、
「
真
の
愛
情
」
、
「
精
神
的
恋
愛
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
恋
愛
神
聖
論
の
系
譜
に
あ
っ
た
。
緑
雨
は
、
こ
の
『
六
合
雑
誌
』
の
、
「
真

の
愛
情
」
も
な
く
金
銭
の
た
め
に
結
婚
す
る
女
性
に
向
け
た
警
鐘
と
い
う
理
解
の

仕
方
を
肯
定
す
る
。
緑
雨
の
言
葉
は
、
女
性
の
「
真
の
愛
情
」
を
求
め
る
逆
説
的

な
警
句
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
『
六
合
雑
誌
』
の
記
事
が
、
全
て
緑
雨
の
主
張
と
一
致
す
る
と
い
う
訳

で
は
な
い
。
『
六
合
雑
誌
』
は
、
女
性
が
「
家
庭
の
女
王
」
で
あ
る
こ
と
を
理
想

と
し
、
ま
た
、
「
婚
姻
の
重
ん
ぜ
ら
れ
ざ
る
は
道
徳
の
尤
も
衰
へ
た
る
徴
也
、
」
と
、

こ
こ
で
は
「
道
徳
」
を
肯
定
す
る
態
度
を
示
し
て
い
る
。
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緑
雨
の
立
場
は
、
こ
う
い
っ
た
理
想
と
す
る
女
性
像
や
「
道
徳
」

の
捉
え
方
と

い
う
点
で
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
「
眼
前
口
頭
」
に
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

O
女
子
の
貞
節
ハ
、
貧
の
盗
み
に
同
じ
。
境
遇
の
強
ふ
る
に
由
る
。

O
嘗
て
女
の
手
に
、
剣
を
執
れ
る
世
も
あ
り
き
。
闘
へ
る
也
。
扇
を
取
れ
る
世

も
あ
り
き
。
舞
へ
る
也
。
今
ハ
只
男
の
肩
に
懸
く
る
か
、
顕
に
懸
く
る
か
よ

り
能
無
き
世
と
な
り
ぬ
。
寝
ぬ
る
也
。

さ
ら
に
、
後
の
「
大
底
小
底
」
(
明
三
六
・
五

1
七
『
二
六
新
報
』
)
に
も
、

O
わ
れ
の
女
に
望
む
所
、
甚
多
か
ら
ず
。
夫
が
不
在
に
持
逃
を
為
す
の
勇
気
あ

り
て
、
市
し
て
之
を
為
さ
ジ
る
者
。

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

緑
雨
が
求
め
て
い
た
女
性
像
は
、
貞
淑
な
「
家
庭
の
女
王
」
と
い
う
の
と
は
異



な
り
、
闘
う
女
性
、
勇
気
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
緑
雨
は
、
「
道
徳
」
に
対
し
て
は
、
一
貫
し
て
批
判
的
な
態
度

を
と
り
続
け
て
い
る
。
ま
ず
、
「
眼
前
口
頭
」
か
ら
少
し
挙
げ
る
。

O
敢
え
て
貞
節
の
み
と
ハ
言
は
ず
、
身
に
守
る
者
い
よ
/
¥
多
く
、
心
に
守
る

者
い
よ
ノ
¥
少
し
。
心
身
の
二
字
妥
当
を
欠
か
パ
、
宜
し
く
表
裏
と
改
む
べ

し
。
道
徳
ハ
必
ず
し
も
実
践
に
お
よ
ば
ず
、
口
先
の
も
の
な
り
、
寧
ろ
制
毛

先
の
も
の
な
り
。
霞
の
光
の
あ
り
と
の
み
に
て
、
雲
の
影
の
な
き
も
可
な
り
。

治
ま
る
御
代
の
景
物
な
り
。
御
愛
敬
な
り
。

O
お
も
ヘ
ら
く
、
親
子
兄
弟
、
是
符
牒
の
み
。
仁
義
忠
孝
、
是
れ
器
械
の
み
。

O
善
の
小
な
る
ハ
之
を
新
聞
紙
に
見
る
べ
く
、
悪
の
大
な
る
ハ
之
を
修
身
書
に

見
る
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
緑
雨
は
「
道
徳
」
に
対
峠
す
る
姿
勢
を
示
す
。
そ
れ
は
、
後
々

に
も
貫
か
れ
て
い
く
。
「
罪
々
刺
々
」
(
明
三
二
・
六

1
八
『
読
売
新
聞
ヒ
で
も
、

次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。

斎藤緑雨の「恋Jと「間j

O
道
徳
を
言
ふ
者
、
道
徳
の
仮
面
を
被
る
者
、
近
時
著
く
増
加
し
た
り
。
未
然

に
言
ふ
に
非
ず
、
既
然
に
言
ふ
也
。
言
ふ
者
巽
ぞ
侍
む
に
足
ら
ん
、
被
る
者

稀
侍
む
べ
し
。
一
国
文
化
の
増
進
ハ
、
こ
の
仮
面
あ
る
が
た
め
な
る
こ
と
、

夙
に
歴
史
の
わ
れ
ら
に
諭
示
す
る
所
也
。

O
何
人
も
異
議
な
き
道
徳
の
見
解
ハ
、
自
身
之
を
守
る
を
必
せ
ず
、
他
人
之
を

守
る
を
必
す
と
い
ふ
こ
と
に
帰
着
す
べ
し
。

さ
ら
に
、
「
長
者
短
者
」
(
明
三
五
・
二

1
八
『
二
六
新
報
』
)
で
も
、

O
道
徳
の
示
す
所
は
、
気
根
の
衰
へ
也
。
世
は
争
ひ
の
寛
に
勝
つ
能
は
ざ
る
と

き
、
道
徳
を
唱
ふ
る
も
の
多
し
。
道
徳
国
は
早
老
国
也
。

と
あ
り
、
道
徳
批
判
は
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
緑
雨
は
、
「
道
徳
」
に
対
し
て
批
判
的
な
態
度
を
と
り
続
け
る

の
で
あ
る
。

緑
雨
は
、
「
真
の
愛
」
を
求
め
る
と
同
時
に
、
勇
敢
な
女
性
を
肯
定
し
、
「
道
徳
」

に
抵
抗
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
、
「
眼
前
口
頭
」
の
、
発
売
禁
止
に

な
っ
た
以
下
の
よ
う
な
、
女
性
の
「
不
貞
」
を
け
し
か
け
る
よ
う
な
挑
発
的
な
箇

所
は
、
野
口
武
彦
氏
が
「
ほ
と
ん
ど
女
性
憎
悪
と
い
う
に
近
い
毒
舌
を
浴
び
せ
か

け
た
」
と
い
う
の
と
は
、
異
な
る
理
解
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

O
何
故
に
女
子
ハ
貞
淑
な
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
。
何
故
に
女
子
を
し
て
貞
淑
な

ら
し
め
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
。
女
子
に
操
あ
り
と
信
ず
る
者
ハ
、
自
己
の
零
落

を
知
ら
ざ
る
者
也
。
相
携
へ
て
途
上
を
行
く
と
せ
よ
、
妻
の
眼
の
何
も
の
に

注
が
れ
、
妻
の
眼
に
何
も
の
』
映
れ
る
か
を
、
夫
ハ
察
知
す
る
の
能
力
な
き

者
也
。
況
ん
や
抑
制
を
や
。
能
力
と
言
は
ざ
る
迄
も
、
妻
が
夜
毎
の
夢
の
始

終
を
、
明
か
に
聴
く
可
き
信
用
だ
に
無
き
者
也
。

O
希
は
く
ハ
安
ん
ぜ
よ
、
満
天
下
の
女
子
諸
君
。
現
行
犯
な
ら
ざ
る
限
り
ハ
、

す
べ
て
の
女
子
ハ
操
正
し
き
者
な
り
。

O
恐
ら
く
ハ
有
夫
姦
ハ
、
法
律
の
禁
ず
可
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。

O
わ
れ
ハ
貞
婦
、
烈
女
の
伝
を
読
み
て
、
か
』
り
し
人
の
ま
こ
と
に
在
り
け
ん

よ
し
を
確
信
し
た
り
、
嘆
称
し
た
り
。
さ
れ
ど
若
わ
れ
と
同
じ
き
世
に
在
ら

円
叫
U
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し
め
パ
、
も
は
や
理
窟
の
要
な
し
、
こ
れ
ハ
た
ま
ら
ぬ
と
よ
り
多
く
を
言
ふ

能
は
ず
。

一
見
、
確
か
に
過
激
で
あ
る
。
だ
が
、
明
治
二

0
年
代
後
半
か
ら
三

0
年
代
前

半
と
い
う
時
代
は
、
日
清
戦
争
前
後
の
反
動
的
な
気
運
の
中
で
「
道
徳
」
が
復
活

し
、
女
大
学
的
な
貞
節
が
再
び
強
く
求
め
ら
れ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
国
分
操

子
『
日
用
宝
鑑
貴
女
の
某
』
(
明
二
八
・
一
二
〉
な
ど
に
も
、
「
三
従
の
教
」
が
強



斎藤緑雨の「恋」と「閤j

く
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
。
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
緑
雨
自
身
も
「
罪
々
刺
々
」

「
道
徳
を
言
ふ
者
、
道
徳
の
仮
面
を
被
る
者
、
近
時
著
し
く
増
加
し
た
り
。
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
緑
雨
の
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
そ

う
い
っ
た
動
き
に
対
す
る
抵
抗
の
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

あ
え
て
女
性
の
不
貞
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
な
が
ら
、
「
何
故
に
女
子
を
し
て
貞

淑
な
ら
し
め
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
。
女
子
に
操
あ
り
と
信
ず
る
者
ハ
、
自
己
の
零
落

を
知
ら
ざ
る
者
也
。
」
と
い
う
緑
雨
は
、
女
性
を
、
あ
る
意
味
で
は
男
性
と
同
じ

次
元
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
一
見
、
女
性
嫌
悪
と
も
取
れ
る
言
葉
で
は
あ

り
な
が
ら
、
う
る
わ
し
い
女
性
像
が
描
か
れ
て
い
く
中
で
、
女
性
が
持
つ
「
魔
」

の
部
分
を
感
覚
的
に
で
は
あ
っ
て
も
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
緑
雨
の
言

葉
は
、
「
道
徳
」
の
強
制
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
「
魔
」
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
っ
た
。
「
眼
前
口
頭
」
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

O
更
に
お
も
ふ
、
人
生
の
妙
ハ
善
あ
り
て
生
ず
る
に
あ
ら
ず
、
悪
あ
り
て
生
ず

る
な
り
と
。
世
に
物
語
の
種
を
絶
た
ざ
る
も
の
、
実
に
悪
人
の
お
か
げ
な
り
。

吾
を
し
て
歴
史
家
た
ら
し
め
パ
、
道
真
を
伝
ふ
る
に
勉
め
ん
よ
り
、
時
平
を

伝
ふ
る
に
勉
め
ん
。
吾
を
し
て
戯
曲
家
、
小
説
家
、
若
く
ハ
詩
人
た
ら
し
め

パ
、
徒
ら
に
神
の
御
前
に
脆
か
ん
よ
り
、
悪
魔
と
』
も
に
虚
空
に
躍
ら
ん
。

緑
雨
は
、
人
間
の
「
悪
魔
」
の
な
か
に
、
作
家
と
し
て
描
く
べ
き
も
の
を
見
い

だ
し
て
い
た
。

こ
の
「
悪
魔
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
先
程
述
べ
た
一
葉
の
描
い
た
お
袖
の
心
の

一
葉
も
ま
た
、
「
軒
も
る
月
」
(
明
二
八
・
四
)

「
悪
魔
」
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、

以
降
、
「
う
ら
む
ら
さ
き
」
(
明
二
九
・
二
)
の
お
律
、
「
わ
れ
か
ら
」
(
明
二
九
・

五
)
の
お
美
尾
、
お
町
と
、
妻
の
不
貞
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
頃
か
ら
、

不
貞
の
妻
は
、
し
ば
し
ば
明
治
の
小
説
の
中
に
描
か
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
泉 で

鏡
花
の
「
外
科
室
」
(
明
二
八
・
六
)
し
か
り
、
こ
れ
も
ま
た
発
禁
に
な
っ
た
島

崎
藤
村
の
「
旧
主
人
」
(
明
三
五
・
一
一
)
し
か
り
で
あ
る
。
緑
雨
の

「
眼
前
口

頭
」
は
、
こ
う
い
っ
た
同
時
代
文
学
と
歩
み
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
直

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

緑
雨
の
「
眼
前
口
頭
」
は
、
女
性
嫌
悪
と
い
う
表
層
の
深
淵
で
、
女
性
の
、
「
魔
」

な
る
も
の
に
繋
が
る
可
能
性
を
も
含
ん
だ
「
真
の
愛
」
を
求
め
、
「
道
徳
」
か
ら

の
自
由
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
眼
前
口
頭
」

の
発
禁
と
い
う
事

件
は
、
人
間
の
精
神
の
「
悪
魔
」
を
描
こ
う
と
し
た
緑
雨
の
、
「
道
徳
」
と
い
う

名
の
下
に
反
動
し
て
ゆ
く
国
家
制
度
と
の
、
作
家
と
し
て
の
闘
い
を
顕
わ
に
す

る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
緑
雨
に
は
同
時
に
、
「
恋
」
に
対
す
る
ど
う
し
ょ
う
も
な
い

不
審
が
、
ぬ
ぐ
い
難
く
根
を
張
っ
て
も
い
る
。
「
眼
前
口
頭
」
に
は
、
「
恋
ハ
花

か
、
色
は
実
か
。
花
の
実
と
な
る
ハ
必
然
に
し
て
偶
然
也
、
偶
然
に
し
て
必
然

也
。
散
れ
よ
花
、
花
ハ
初
め
よ
り
散
る
に
如
か
ず
。
忘
れ
よ
恋
、
恋
ハ
初
め
よ

り
忘
る
』
に
如
か
ず
J

と
い
う
一
節
が
見
ら
れ
る
。

「
道
徳
」
か
ら
の
逸
脱
を
も
辞
さ
ぬ
純
粋
な
る
「
真
の
愛
」
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へ
の
憧
れ
と
、
そ

の
「
真
の
愛
」

へ
の
不
審
の
問
で
の
訪
復
が
、
こ
こ
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

緑
雨
は
、
=
菜
と
の
出
会
い
の
後
、
「
わ
た
し
舟
」
(
明
三
二
・
一
二
『
太
平
洋
』
)

を
最
後
に
小
説
か
ら
撤
退
し
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
。
二
来
の

小
説
と
の
出
会
い
が
、
緑
雨
の
小
説
か
ら
の
撤
退
を
う
な
が
し
た
可
能
性
に
つ
い

て
は
、
以
前
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
事
と
同
時
に
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム



と
い
う
形
式
を
、
緑
雨
が
、
自
ら
の
言
語
表
現
に
と
っ
て
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も

の
と
し
て
見
出
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

緑
雨
は
、
「
眼
前
口
頭
」
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

O
憤
悔
は
一
種
の
』
ろ
け
な
り
、
快
楽
を
二
重
に
す
る
も
の
な
り
。
憤
悔
あ
り
、

故
に
俊
む
る
者
な
し
。
憤
悔
の
味
は
、
人
生
の
味
な
り
。

O
打
明
け
て
と
い
ふ
に
、
己
に
飾
あ
り
、
偽
あ
り
。
人
ハ
遂
に
、
打
明
く
る
者

に
あ
ら
ず
、
打
明
け
得
る
者
に
あ
ら
ず
。
打
明
け
ざ
る
に
よ
り
て
、
わ
ず
か

に
談
話
を
続
く
る
な
り
、
世
に
立
つ
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
悲
哀
を
告
白
し
、
書
く
、
と
い
う
こ
と
に
潜
む
微
か
な

甘
美
さ
を
、
緑
雨
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
緑
雨
に
は
、
自
ら
の
「
涙
」

を
見
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
小
説
は
、
書
け
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
た
緑
雨
は
、
同
じ
く
「
眼
前
口
頭
」
で
、
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

O
革
命
来
を
呼
べ
る
人
あ
り
、
今
猶
呼
ぶ
人
あ
り
、
倶
に
戯
れ
な
る
べ
し
。
信

仰
な
き
民
は
、
革
命
な
る
文
字
を
議
す
る
と
い
は
ず
、
弄
す
る
の
資
格
だ
に

な
き
者
な
り
。

O
仮
に
細
民
の
群
り
起
て
り
と
せ
よ
、
襲
ひ
撃
た
ん
ハ
何
処
な
る
べ
き
。
米
屋
、

薪
屋
、
炭
屋
、
酒
屋
、
日
済
し
貸
、
及
び
差
配
人
の
で
こ
ぼ
こ
頭
の
み
。

斎藤緑雨の「恋Jと「閤J

O
口
若
く
ハ
筆
も
て
富
豪
を
責
め
ん
ハ
、
徒
労
に
属
す
。
幾
千
寓
言
を
重
ね
て

其
暴
横
を
い
ふ
と
も
、
暴
横
よ
り
得
た
る
権
勢
ハ
、
其
間
も
猶
暴
横
を
逗
し

う
し
続
く
る
の
余
地
あ
る
な
り
。
勝
を
必
せ
ざ
る
攻
撃
ハ
攻
撃
に
あ
ら
ず
、

攻
撃
の
甲
斐
無
し
、
敵
を
し
て
防
備
を
厳
な
ら
し
む
る
に
過
ぎ
ず
。

緑
雨
に
は
、
「
革
命
」
も
ま
た
、
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
、
文
学
に
よ
る

「
闘
い
」
に
も
、
あ
か
ら
さ
ま
に
身
を
投
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
緑
雨
は
、

冷
笑
し
、
瑚
笑
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

緑
雨
の
冷
笑
、
明
笑
は
、
「
告
白
」
や
「
革
命
」
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
情
熱

的
な
行
為
に
、
陶
酔
で
き
ぬ
醒
め
た
眼
差
し
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
緑
雨
の
悲
劇
と
し
て
の
笑
い
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、

ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
式
は
、
皮
肉
や
噺
笑
の
中
に
、
逆
説
的
に

一
つ
の
世
界
を
表
現
す
る
可
能
性
と
し
て
、
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
緑
雨
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
中
野
三
敏
氏
は
、
森
鴎
外
訳
の

「
ラ
プ
ル
ユ
エ

l
ル
が
簸
言
数
則
」
(
明
二
三
・
三
)
、
「
毒
舌
」
(
明
二
四
・
一
二
)

を
挙
げ
て
い
る
。
指
摘
さ
れ
た
鴎
外
訳
の
「
毒
舌
」
に
は
、
例
え
ば
、
「
断
え
ず

番
人
を
付
け
お
か
で
か
な
は
ぬ
や
う
な
る
品
行
は
、
そ
の
番
人
ほ
ど
の
価
値
な
し
。

の

D
E
M
E
-
5・
」
と
か
、
「
自
ら
守
ら
む
と
お
も
は
ざ
る
女
ほ
ど
守
り
が
た
き
も
の

は
世
に
な
か
る
べ
し
。

z
i叩
宮
ユ
己
冊
目
ロ
叩
・
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
女
性
の
不

貞
に
関
す
る
言
葉
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
が
、
緑
雨
に
な
に
が
し
か

の
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
毒
舌
」
と
「
眼
前
口
頭
」
と
の

聞
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
響
き
合
う
一
節
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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O
来
し
か
た
を
も
思
は
ず
、
行
末
を
も
思
は
ぬ
思
は
恋
の
み
な
り
。

E
2
2・

(
「
毒
舌
」
)

O
相
見
パ
恋
ハ
止
む
べ
き
か
、
相
逢
は
パ
恋
ハ
止
む
べ
き
か
、
相
語
ら
パ
恋
ハ

止
む
べ
き
か
。
切
に
求
め
て
休
む
こ
と
な
き
も
の
ハ
恋
也
。(

「
眼
前
口
頭
」
)

ど
ち
ら
も
、
恋
の
盲
目
を
捉
え
た
表
現
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
、
類
似

す
る
表
現
を
持
っ
た
一
節
も
あ
る
。

O
目
は
魂
の
窓
に
し
て
、
道
な
ら
ぬ
恋
の
嘉
門
な
り
。

2
・

ε
z
r口広岡伺・

(
「
毒
舌
」
)

O
何
故
に
女
子
ハ
貞
淑
な
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
。
何
故
に
女
子
を
し
て
貞
淑
な
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ら
し
め
ざ
る
可
ら
ざ
る
か
。
女
子
に
操
あ
り
と
信
ず
る
者
ハ
、
自
己
の
零
落

を
知
ら
ざ
る
者
也
。
相
携
へ
て
途
上
を
行
く
と
せ
よ
、
妻
の
限
の
何
も
の
に

注
が
れ
、
妻
の
眼
に
何
も
の
』
映
れ
る
か
を
、
夫
ハ
察
知
す
る
の
能
力
な
き

者
也
。
況
ん
や
抑
制
を
や
。
能
力
と
言
は
ざ
る
迄
も
、
妻
が
夜
毎
の
夢
の
始

終
を
、
明
か
に
聴
く
可
き
信
用
だ
に
無
き
者
也
。
(
「
眼
前
口
頭
」
)

ど
ち
ら
も
、
「
道
な
ら
ぬ
恋
」
を
覗
く
窓
と
し
て
の
「
目
(
眼
ご
を
捉
え
て
い

る
。
鴎
外
訳
「
毒
舌
」
は
、
「
眼
前
口
頭
」
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。

緑
雨
は
、
新
し
い
表
現
形
式
と
し
て
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
探
し
求
め
て
い
た
の

で
あ
る
.
そ
こ
に
は
、
胸
中
に
悲
劇
を
抱
い
た
人
間
の
、
い
さ
さ
か
苦
い
「
笑
い
」

の
文
学
と
し
て
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
北
村
透
谷
没
後
の
「
文
学
界
」
に
せ
よ
、
や
が
て
登
場
す
る

自
然
主
義
文
学
に
せ
よ
、
「
涙
」
や
「
告
白
」
の
甘
美
さ
に
流
さ
れ
て
い
く
日
本

の
近
代
文
学
が
、
取
り
得
た
か
も
知
れ
な
い
も
う
一
つ
の
、
「
笑
い
」
の
文
学
の

可
能
性
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
わ
り
に

緑
雨
の
恋
愛
神
聖
論
に
対
す
る
批
判
の
根
底
に
は
、
緑
雨
な
り
の
、
「
真
の
愛
」

や
「
太
平
」
へ
の
渇
望
が
あ
っ
た
。
だ
が
緑
雨
に
は
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
、
こ

の
世
に
お
い
て
か
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
不
条
理
を
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
か
な
わ
ぬ
の
な
ら
全
て
を
「
闇
」
に
し
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
緑
雨
の
深
い
暗
さ
が
あ
る
。
緑
雨
も
、
人
目
の
届
か
ぬ
と
こ
ろ
で
は
、
「
己

を
厭
」

ぃ
、
「
己
を
罵
る
」
者
で
あ
っ
た
。

緑
雨
は
、
「
た
け
く
ら
べ
」
を
契
機
に
、

一
葉
に
急
速
に
接
近
し
て
い
く
。

葉
も
ま
た
、
当
時
の
「
恋
愛
」
や
「
ホ

l
ム
」
と
い
っ
た
理
想
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
、

こ
の
世
の
不
条
理
の
前
で
そ
れ
ら
を
懐
疑
し
、
「
書
く
」
こ
と
に
賭
け
て
き
た
者

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
二
人
の
聞
に
は
、
呼
び
合
う
も
の
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
人
は
ま
た
、
人
間
の
「
悪
魔
」
を
見
ょ
う
と
し
た

者
た
ち
で
も
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
『
道
徳
」
を
破
る
妻
の

「
不
貞
」
を
取
り
上
げ

て
い
く
の
で
あ
る
。

緑
雨
は
、
女
性
を
罵
倒
し
、
憎
悪
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
特
色
が
顕
著
に
表

れ
た
「
眼
前
口
頭
」
は
、
し
か
し
そ
の
深
層
に
お
い
て
は
、
女
性
の
「
真
の
愛
」

を
求
め
、
ま
た
、
女
性
の
「
不
貞
」
を
、
「
道
徳
」
の
抑
圧
か
ら
解
放
し
よ
う
と

し
て
も
い
る
。
人
間
内
部
の
「
悪
魔
」
を
描
こ
う
と
し
た
緑
雨
の
、
日
清
戦
争
後

急
速
に
反
動
し
、
広
が
っ
て
ゆ
く
「
道
徳
」
に
対
す
る
抵
抗
が
、
垣
間
見
え
る
。

そ
し
て
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
式
は
、
皮
肉
や
瑚
笑
の
中
に
、
逆
説
的
に

一
つ
の
世
界
を
表
現
す
る
可
能
性
と
し
て
、
緑
雨
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
り
、
日
本
の
近
代
文
学
が
主
流
と
し
て
歩
む
こ
と
の
な
か
っ
た
、
「
笑
い
」
の
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文
学
と
い
う
も
う
一
つ
の
道
の
可
能
性
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
罵
倒
し
続
け
る
皮
肉
屋
、
女
性
を
激
し
く
瑚
罵
し
嫌
悪

し
た
と
言
わ
れ
る
緑
雨
の
、
激
し
い
言
葉
の
深
層
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
は
、
意

外
に
純
白
な
「
恋
」

へ
の
憧
れ
と
、
世
の
不
条
理
の
渦
に
沈
み
込
ん
で
逃
れ
ら
れ

な
か
っ
た
深
い
「
闇
」

で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

注

(
1
)
湯
地
孝
「
斎
藤
緑
雨
の
文
学
」
(
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
第
五
三
巻
一
九
五
七

-一
O
筑
摩
書
房
)

(
2
)
野
口
武
彦
「
斎
藤
緑
雨
|
|
明
治
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
運
命
|
|
」
(
『
中
央
公
論
』

第
八
四
巻
二
号
一
九
六
九
・
二
)

(
3
)
塚
越
和
夫
「
斎
藤
緑
雨
|
|
l
女
性
憎
悪
と

r
E百

E
F
-
-

マ
|
l
」
(
『
国
文
学
解
釈



斎藤緑雨の「恋jと「問j

と
鑑
賞
』
第
四
八
巻
七
号
一
九
八
三
・
四
)

(
4
)
拙
論
「
樋
口
一
葉
と
斎
藤
緑
雨

l
l小
説
に
お
け
る
類
縁
性
と
差
異
|
|
」

(
『
論
集
樋
口
一
葉
E
』
二

O
O
二
・
九
お
う
ふ
う
)

(
5
)
桜
井
精
作
「
婚
姻
簸
」

(
6
)
現
存
す
る
原
稿
は
第
四
回
分
の
み
で
あ
る
が
、
話
の
大
筋
と
し
て
は
変
わ
り
は

な
い
よ
う
で
あ
る
.

(
7
〉
「
妾
は
実
に
君
を
愛
す
と
舶
来
の
文
句
も
未
其
こ
ろ
ハ
流
行
ら
ね
パ
」
と
い
う
言

薬
も
あ
り
、
こ
こ
で
も
緑
雨
が
恋
愛
神
聖
論
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
・

(8)
猪
野
謙
二
氏
の
『
緑
雨
の
『
悪
魔
』
」
(
『
明
治
の
作
家
』
一
九
六
六
・
一
一
岩
波

書
庖
)
に
、
「
か
く
れ
ん
ぼ
」
に
つ
い
て
、
「
人
間
を
動
か
し
た
り
結
び
つ
け
た

り
す
る
の
は
、
そ
の
愛
情
と
か
熱
誠
と
か
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
ら
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
偶
然
か
惰
性
か
に
過
ぎ
な
い
J
と
い
う
指
摘
が
あ

る
が
、
氏
は
そ
れ
を
「
惑
の
た
の
し
さ
の
ご
と
き
も
の
が
漂
っ
て
い
る
J
と
す

る
.

(
9
)
例
え
ば
、
「
別
れ
匁
」
の
お
高
は
、
父
親
の
欲
望
と
策
略
の
た
め
に
引
き
裂
か

れ
自
害
す
る
・
「
た
ま
俸
」
の
い
と
子
は
、
二
人
の
男
性
に
慕
わ
れ
自
害
す
る
・

「
五
月
雨
」
の
お
八
重
は
、
乳
児
第
へ
の
恩
義
の
た
め
に
結
ば
れ
ず
、
「
経
つ

く
え
」
の
お
園
は
、
時
間
的
な
ず
れ
と
男
性
の
死
の
た
め
に
添
え
ず
、
「
暁
月

夜
」
で
は
身
分
や
出
生
の
秘
密
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
・

(
印
)
一
葉
の
日
記
を
見
る
と
、
「
関
桜
」
を
発
表
す
る
以
前
、
明
治
二
四
年
頃
か
ら

『
女
学
雑
誌
』
を
読
ん
で
お
り
、
後
々
ま
で
高
い
関
心
を
持
っ
て
読
み
続
け
て

い
た
こ
と
が
伺
え
る
・

(
日
)
猪
野
謙
二
氏
(
前
出
)
は
、
「
こ
の
日
本
の
文
学
的
風
土
に
お
い
て
、
い
ち
早
く

『
悪
魔
』
の
存
在
に
触
れ
た
緑
雨
は
、
ま
た
誰
れ
よ
り
さ
き
に
『
破
滅
』
の
文

学
を
体
現
し
た
人
で
も
あ
っ
た
J

と
述
べ
て
い
る
・

(
口
)
塚
越
和
夫
氏
(
前
出
)
は
、
「
柴
小
舟
」
の
「
お
作
の
い
じ
め
ぷ
り
の
徹
底
さ
に

も
女
性
嫌
悪
が
見
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
・

(
日
)
明
治
三
二
年
三
月
二
日
『
万
朝
報
』
掲
載
の
第
二
三
四
分
で
あ
る
・

(
U
)
『
六
合
雑
誌
』
次
号
、
第
一
二
九
号
に
も
、
「
時
評
」
「
緑
雨
子
の
恋
愛
論
」
に
、

「
恋
愛
は
精
神
的
な
り
、
其
心
鎚
に
於
て
心
霊
的
な
り
、
」
「
予
は
当
今
の
社
会

が
真
正
の
恋
愛
を
解
せ
ざ
る
を
歎
く
、
」
と
あ
る
・

(
日
)
遡
っ
て
「
作
家
苦
心
談
」
(
明
三

0
・
五

3
七
)
に
も
「
道
徳
論
者
な
ど
〉
い
ふ

者
は
豆
腐
の
如
き
も
の
だ
、
(
略
)
唯
道
徳
の
織
の
下
に
か
げ
ふ
ん
で
平
伏
し
て

ゐ
る
の
は
つ
ま
ら
な
い
」
と
あ
り
、
緑
雨
の
道
徳
批
判
は
一
貫
し
て
い
る
・

(
日
)
野
口
武
彦
(
前
出
)

(
げ
)
拙
論
(
前
出
)

(
刊
日
)
『
緑
雨
筈
語
』
(
一
九
九
一
・
七
富
山
房
)
解
題
・
そ
の
他
に
も
、
ピ
ア
ス
「
悪

民
の
辞
典
」
や
、
「
論
語
」
・
「
老
子
」
等
の
東
洋
古
典
、
近
世
話
儒
の
文
章
、
鎌

倉
末
の
仏
書
、
ま
た
「
徒
然
草
」
・
「
枕
草
子
」
等
か
ら
近
世
小
説
ま
で
の
広
い

目
配
り
か
ら
の
指
摘
が
あ
る
・

(
っ
か
も
と

あ
き
こ
、
和
歌
山
工
業
高
等
専
門
学
校
助
教
授
)
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