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「
泥
淳
」

|
成
立
過
程
と
草
稿
か
ら
の
再
考
|

幸子ム
白岡

は
じ
め
に

大
正
十
四
年
七
月
、
『
青
空
』
第
五
号
に
発
表
さ
れ
た

作
品
史
に
お
い
て
「
過
渡
的
な
性
格
」
を
持
つ
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ

「
泥
湾
」

は
、
梶
井
の

と
が
多
い
。
「
泥
淳
」
「
路
上
」
「
橡
の
花
」
と
い
う
連
続
す
る
作
品
群
中
に
置
い

の
た
め
に
書
か
れ
た
作
品
群
で
あ
っ
た
」
と

た
際
に
も
、
「
「
書
く
こ
と
の
追
求
」

さ
れ
、
「
「
過
古
」
「
雪
後
」

で
の
作
品
構
成
の
方
法
化
へ
と
向
か
っ
て
続
い
て
い

く
」
「
試
行
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
作
品
自
体
へ
の
評
価
と
し
て
も
、
「
作
品
の
構
造
と
し
て
は
「
樟
様
」
と

同
質
の
も
の
を
持
つ
「
泥
湾
」
が
、
部
分
的
に
は
す
ぐ
れ
た
表
現
を
示
し
な
が
ら
、

作
品
自
体
と
し
て
は
「
梓
様
」
ほ
ど
の
つ
よ
い
印
象
を
残
さ
な
い
」
と
い
っ
た
も

の
や
、
「
末
尾
で
の
月
の
影
に
患
依
す
る
ド
ツ
ベ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
は

梶井基次郎「泥i寧」論

梶
井
の
資
質
論
に
と
っ
て
好
個
の
材
料
で
は
あ
っ
て
も
、
作
中
作
家
で
あ
る

分
〉
を
再
度
書
く
こ
と
に
向
か
わ
せ
る
た
め
の
も
の
と
し
て
は
全
く
弱
い
と
言
う

他
な
い
」
と
い
っ
た
否
定
的
な
評
価
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
諸
家
が
「
泥
淳
」
を
梶
井
の
作
品
史
に
お
け
る
タ

l

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
作
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
興
味
深

ぃ
。
「
「
泥
淳
」

は
、
の
ち
の
梶
井
基
次
郎
の
文
学
の
根
幹
の
一
つ
で
あ
る
ド
ッ
ベ

{呂

之

智

ル
ゲ
ン
ゲ
ル
を
醸
成
し
、
創
出
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
位
相
を
確
実
に
占
め

て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
」
と
の
桐
山
金
吾
氏
の
指
摘

に
は
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
、
桐
山
氏
も
「
泥
淳
」
に
描
か
れ
た
ド
ツ
ベ
ル
ゲ
ン

ゲ
ル
の
基
本
構
造
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
「
泥
棒
」

(
6
)
 

作
品
」
と
評
価
し
て
い
る
。

lま

「
緊
張
感
の
う
す
れ
た

こ
れ
ら
諸
家
の
論
を
概
観
す
る
と
、
「
泥
淳
」
の
評
価
を
否
定
的
に
し
て
い
る

そ
れ
が
「
樗
援
」
と
の
比
較
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
評
価
だ
と
い

円
台
U

円
ぺ

U

一
因
と
し
て
、

う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
棒
援
」

と
の
比
較
は
、
作
品
構
造
の
類
似

と
い
う
点
か
ら
も
避
け
ら
れ
な
い
観
点
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
「
泥
淳
」
自
体
の

読
解
と
評
価
を
行
う
際
、
他
作
品
を
基
準
と
す
る
観
点
に
は
、
あ
る
種
の
弊
害
も

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
ま
ず
「
泥
湾
」

の
成
立
、
読
解
を
再
検
討
し
、
ま
た

「
樟
按
」
と

自

の
距
離
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
位
置
と
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

「
泥
淳
」

の
成
立
過
程

既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
「
泥
淳
」
に
は
、

そ
れ
が
書
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る

大
正
十
四
年
六
月
ま
で
の
梶
井
の
実
生
活
に
材
を
得
た
と
思
わ
れ
る
部
分
、
が
多
く



梶井基次郎「泥i事」論

見
ら
れ
る
。
演
川
勝
彦
氏
は
作
品
と
実
体
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
具
体
的
に

は
、
大
正
十
四
年
一
月
三
十
日
の
大
雪
の
こ
と
、
同
日
附
と
同
年
二
月
十
六
日
附

の
近
藤
直
人
宛
の
書
簡
に
書
か
れ
た
事
柄
が
、
作
品
の
ア
ウ
ト
・
ラ
イ
ン
と
な
っ

て
い
る
。
作
品
中
の
銀
座
の
カ
フ
ェ
・
ラ
イ
オ
ン
で
の
こ
と
(
「
二
」
)
は
、
両
書

日
記
第
六
帖
の
同
年
五
月
五
日
の
項
に
詳
し
い
記
述
が
あ
り
、
そ

簡
に
は
な
く
、

れ
が
基
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

カ
フ
ェ
・
ラ
イ
オ
ン
へ
は
足
繁
く
通
つ

た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

五
月
五
日
の
見
聞
の
み
に
よ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。

日
記

第
七
帖
の
大
正
十
四
年
分
の
ほ
と
ん
ど
を
使
っ
て
、
こ
の

「
泥
津
」

の
草
稿
が

書
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
は
草
稿
か
ら
完
成
稿
へ
の
過

程
で
大
き
な
差
異
は
な
い
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

幾
つ
か
の
例
を
確
認
し
て
お
く
と
、

ま
ず
大
正
十
四
年
一
月
三
十
日
近
藤
直
人

宛
書
簡
に
は
、
「
今
日
は
大
雪
で
す

寒
さ
を
冒
し
て
本
郷
へ
来
ま
し
た
、
散
髪

屋
の
釜
が
わ
れ
て
ゐ
て
頭
を
ろ
く
に
洗
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
の
で
石
鹸
の
泡
を
つ

け
で
あ
る
い
て
ゐ
ま
す
」
と
あ
り
、
作
品
中
「
一
ご

で
の
出
来
事

「
散
髪
屋
は

釜
を
壊
し
て
ゐ
た
。
自
分
が
洗
っ
て
呉
れ
と
云
っ
た
の
で
石
鹸
で
洗
っ
て
お
き
な

が
ら
濡
れ
た
手
拭
で
拭
く
だ
け
の
こ
と
し
か
し
な
い
。
」
に
対
応
し
て
い
る
。

同
様
に
二
月
十
六
日
の
近
藤
直
人
宛
書
簡
中
に
-
記
さ
れ
た
出
来
事
も
作
品
中
で

の
表
現
に
対
応
し
て
い
る
。
書
簡
中
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

こ
の
間
か
ら
二
週
間
坐
り
続
け
て
書
い
て
ゐ
た
も
の
が
、
ど
う
や
ら
失
敗
で
し
て
、

何
が
な
に
や
ら
薩
張
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。

一
種
の
神
経
衰
弱
で
は
な
い
か
と
恩
ひ
ま
す
、
頭
が
悪
く
な
っ
て
、
算
術
の
容
易

い
の
も
出
来
な
い
有
様
で
す
《
中
略
》

此
の
間
大
雪
の
目
、
(
お
葉
書
を
だ
し
た
で
せ
う
)
金
が
来
て
、
平
常
入
用
の
も
の

を
買
は
う
と
、
本
郷
を
矢
鱈
に
歩
き
、
銀
座
を
歩
き
つ
く
づ
く
自
分
の
寸
合
音
渓
な
の

に
あ
き
れ
ま
し
た
、
寄
奇
だ
け
な
ら
い
〉
ん
で
す
が
、
或
一
軒
の
本
屋
で
改
造
の
古

本
を
買
は
う
と
す
る
、
二
十
銭
、
こ
り
や
高
い
、
と
次
の
本
屋
ま
で
歩
き
ま
す
。
そ

の
辺
で
さ
っ
き
の
改
造
が
ま
た
欲
し
く
な
り
、
引
き
か
へ
す
と
ま
た
欲
し
く
な
く
な

り
ま
す
《
中
略
》

御
茶
の
水
で
定
期
を
買
っ
て
有
楽
町
ま
で
ゆ
く
問
、
定
期
は
毎
日
い
く
ら
位
の
割

に
な
る
も
の
か
胸
算
用
し
た
の
で
す
が
わ
か
り
ま
せ
ん
、
そ
れ
も
、
も
う
数
字
が
目

の
前
で
落
ち
つ
い
て
呉
れ
な
い
の
で
す
。
や
っ
と
判
っ
た
ら
、
毎
日
学
校
へ
行
く
と

仮
定
し
て
、
切
符
を
由
民
ふ
の
と
同
じ
こ
と
だ
、
と
い
ふ
答
で
。
此
方
は
毎
日
学
校
と

い
ふ
訳
で
は
な
い
の
で
悲
観
し
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
そ
れ
も
ち
が
っ
て
ゐ
た
の
で
す
。

銀
座
で
パ
ン
を
買
ふ
つ
も
り
を
し
て
ゐ
ま
し
た
ら
、
其
の
家
は
閉
め
て
ゐ
ま
し
た
、

立
派
な
吻
排
庖
に
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
が
並
ん
で
ゐ
た
の
で
入
っ
て
半
斤
買
ひ
ま
し
た
、

八
銭
で
す
、
開
寸
同
司
副
叫
割
引
剖
同
寸
寸
剖
到
、
十
銭
で
二
銭
の
剰
余
銭
、
少
し

で
も
無
礼
な
顔
附
を
し
た
ら
ど
な
り
つ
け
て
や
る
と
思
っ
て
脱
ん
で
ゐ
ま
し
た
。

こ
の
書
簡
に
対
応
す
る
作
中
で
の
出
来
事
、
あ
る
い
は
表
現
と
し
て
は
、

ま
ず

A
斗
A

司
u

「

」

「
そ
れ
よ
り
前
、
自
分
は
か
な
り
根
を
つ
め
て
書
い
た
も

で
の
回
目
頭
部
、

の
を
失
敗
に
終
ら
し
て
ゐ
た
。
失
敗
は
兎
に
角
と
し
て
、
そ
の
失
敗
の
仕
方
の
変

に
病
的
だ
っ
た
こ
と
が
そ
の
後
の
生
活
に
ま
で
よ
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
た
。
」

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
以
下
、
「
一
ご

「
古
本
屋
を
歩
く
。
買
ひ
度
い
も
の
が

で
の

あ
っ
て
も
金
に
不
自
由
し
て
ゐ
た
自
分
は
妙
に
菩
音
に
な
っ
て
ゐ
て
買
ひ
切
れ
な

か
っ
た
。
」

の
部
分
や
「
お
茶
の
水
で
は
定
期
を
買
っ
た
。

こ
れ
か
ら
毎
日
学
校

へ
出
る
と
し
て
一
日
往
復
幾
何
に
な
る
か
電
車
の
な
か
で
暗
算
を
す
る
。
」
、
「
八

銭
の
パ
ン
一
つ
買
っ
て
十
銭
で
釣
銭
を
取
っ
た
り
な
ど
し
て
し
き
り
に
な
に
か
に

反
抗
の
気
を
見
せ
つ
け
て
ゐ
た
。
」
な
ど
の
部
分
が
、
梶
井
の
実
生
活
と
対
応
し

て
い
る
。

ま
た
、

同
年
の
五
月
五
日
の
日
記
に
は
、
「
棚
の
上
は
と
び
と
び
に
グ
ラ
ス
。

中
は
パ
グ
ダ
ツ
ト
の
祭
り
。
整
列
し
た
ア
ラ
ビ
ア
兵
。
下
は
氷
細
工
の
様
に
コ
ツ



プ
や
グ
ラ
ス
が
な
ら
ん
で
ゐ
る
。

コ
ク
テ
ー
ル
を
作
る
ボ

l
ィ
、
終
ひ
に
は
コ
ク

一
ア
ー
ル
に
振
ら
れ
て
ゐ
る
様
だ
。
」

と
あ
り
、
作
中
ご
ご

の
結
末
部
、
ラ
イ
オ

ン
で
の
食
事
の
表
現
に
対
応
し
て
い
る
。

以
上
が
梶
井
の
実
生
活
と
強
く
結
び
つ
き
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
所
で

あ
り
、
作
中
の
表
現
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
「
泥

浮
」
の
作
品
構
成
を
振
り
返
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
一
ご
に
描
か
れ
た
、
街
で
の
主

人
公
主
士
ロ
の
行
動
の
描
写
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
「
泥
棒
」

の
私
小
説
的

な
性
格
が
指
摘
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
ろ
う
。

こ
の
様
な
「
泥
淳
」
と
作
者
提
井
の
実
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
西
尾
玲
氏
は
、

日
記
等
の
資
料
を
中
心
に
、
い
わ
ば
私
小
説
的
に
「
泥
浮
」
を
読
む
試
み

と
、
客
観
小
説
的
に
読
む
試
み
の
両
方
を
行
い
考
察
し
て
い
る
。
結
果
、
「
い
く

書
簡
、

っ
か
の
心
の
転
換
を
描
き
、
最
後
に
そ
の
最
大
の
転
換
を
持
っ
て
き
て
、
変
な
気

分
か
ら
完
全
に
脱
し
て
一
日
を
、

そ
し
て
こ
の
数
日
間
の
暗
い
気
持
を
終
わ
ら
せ

る
主
人
公
の
姿
を
描
い
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
心
の
良
い
方

へ
の
転
換
の
キ
!
と
し
て
、
『
視
る
』
こ
と
を
一
貫
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
」
と
し
、
梶
井
の
作
品
を
私
小
説
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
へ
の
批
判
と
、

私
小
説
と
し
て
読
む
こ
と
で
生
じ
る
作
品
の
破
綻
と
、
「
泥
浮
」

の
具
え
持
つ
作

ロ
間
構
造
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
「
泥
浮
」

で
の
視
線
、
テ
ク
ス
ト
内

の

「
自
分
」

の
視
る
行
為
は
特
徴
的
で
も
あ
る
。
先
行
研
究
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ

梶井基次郎「泥i寧」論

れ
る
「
視
る
こ
と
」
と
「
気
持
の
転
換
」

の
結
び
つ
き
は
「
泥
棒
」
と
い
う
作
品

中
に
お
い
て
、
確
か
に
重
要
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
も
う
な
に
か
な
の
だ
」
と
い
う
「
あ
る
心
の
風
景
」
(
大
正
十
五
年
)

つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
「
視
る
こ
と
、

の
関
連
が
連
想
さ
れ
る
し
、
既
に
そ
の
指
摘
も
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
ま
ず
検
討
し
た
い
の
は
、
「
泥
惇
」
の
主
旋
律
と
も
い
え
る
「
自

分

「
気
持
の
転
換
」
に
ま
つ
わ
る
行
為
が
、
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
、

の

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、

し
か
も
、

そ
れ
を
探
る
た
め

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ十品、

い
ま
し
ば
ら
く
書
簡
、

日
記
と
い
っ
た
資
料
が
有
用
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
書
簡
・
日
記

既
に
見
た
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
「
泥
淳
」
、

そ
し
て
梶
井
作
品
を
私

小
説
と
し
て
読
む
こ
と
、
ま
た
書
簡
、

日
記
な
ど
の
実
生
活
を
う
か
が
わ
せ
る
資

料
か
ら
読
む
こ
と
が
、
読
み
の
幅
を
狭
め
る
も
の
と
し
て
危
倶
、
ま
た
は
批
判
さ

れ
て
い
る
。

し
か
し
文
字
記
号
で
記
さ
れ
た
も
の
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
と
い
う
考

え
方
を
つ
き
つ
め
れ
ば
、
資
料
と
さ
れ
る
書
簡
、

日
記
も
ま
た
、
《
書
か
れ
た
も

戸

h
u

nぺ
U

の
》
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
《
作
者
の
実
体
験
》
を
裏
付

け
る
《
資
料
》
も
ま
た
文
字
と
い
う
記
号
で
記
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
が
他
の
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
性

の
中
に
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

同
じ
人
物
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
の
相
互
関
係
ほ
ど
強
く
、
必
然

性
の
あ
る
も
の
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
物
言
い
は
、
作
家
'
作
品
論
的
な
解
読
の
手
続
き
を
テ
ク
ス
ト
論
的
に

敷
街
し
よ
う
と
す
る
折
衷
案
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
以
下
の
考
察
で
は
、
「
泥

淳
」
執
筆
時
期
に
書
か
れ
た
書
簡
・
日
記
等
を
検
討
し
、
「
泥
湾
」

と
隣
接
す
る

と

資
料
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
解
し
、
「
泥
浮
」

の
本
文
テ
ク
ス
ト
に
結
び
つ
い
て

い
く
テ
ク
ス
ト
の
関
連
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
形
で
進
め
た
い
。

泥
淳
」
に
お
い
て
は
、

一
人
称
の
語
り
手
と
な
る
一
自
分
」

の

「
気
持
」
が
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で
は
、
そ
の
「
気
持
」
は
作
者

の
実
体
験
と
し
て
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
如
何
に
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を

重
要
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

検
討
し
た
い
。
考
察
の
対
象
と
し
て
は
、
「
泥
淳
」

と
の
関
連
が
明
ら
か
に
見
ら

れ
る
大
正
十
四
年
一
月
三
十
日
の
書
簡
か
ら
、
「
泥
浮
」
が
既
に
書
き
上
げ
ら
れ

た
と
さ
れ
る
六
月
十
六
日
以
前
の
も
の
と
す
る
。

ま
ず
、
「
泥
淳
」
で
の
主
人
公
、
「
自
分
」
(
套
士
口
)
の
市
街
散
策
の
描
写
に
は
、

梶
井
の
実
体
験
、
大
正
十
四
年
一
月
三
十
日
と
五
月
五
日
の
出
来
事
が
生
か
さ
れ

て
い
る
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
泥
棒
」
作
中
に
描
か
れ
た
、

銭
の
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
買
う
際
の

「
気
分
」
に
は
少
し
異
様
な
雰
囲
気
が
あ
る
。

作
中
の
次
の
部
分
で
あ
る
。

自
分
は
変
に
不
愉
快
に
思
っ
た
。
疲
れ
切
っ
て
も
ゐ
た
。
一
つ
に
は
今
日
の
失
敗

り
方
が
余
り
ひ
ど
過
ぎ
た
の
で
、
自
分
は
反
抗
的
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
た
。
八

銭
の
パ
ン
一
つ
買
っ
て
十
銭
で
釣
銭
を
取
っ
た
り
な
ど
し
て
し
き
り
に
な
に
か
に
反

抗
の
気
を
見
せ
つ
け
て
ゐ
た
。
開
い
た
も
の
が
な
か
っ
た
り
す
る
と
妙
に
殺
気
立
っ

た。
こ
こ
で

の
感
じ
る
「
不
愉
快
」
、
「
反
抗
的
」
な
気
分
と
、
「
殺
気
立

「
自
分
」

っ
た
」

よ
う
な
気
分
に
つ
い
て
、
作
中
の
表
現
だ
け
で
読
解
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
ろ
う
し
、
作
中
で
充
分
に
語
ら
れ
て
い
る
と
も
言
い
難
い
。
だ
が
、
「
変
に
」
「
妙

に
」
と
ぼ
か
さ
れ
た
感
情
に
つ
い
て
、
前
掲
二
月
十
六
日
の
書
簡
は
、

心
理
状
態
を
克
明
に
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
聞
の

つ
ま
り
作
品
内
に
記
さ
れ
な

か
っ
た
「
隣
で
は
三
国
の
菓
子
を
買
っ
て
ゐ
る
」
こ
と
、
そ
れ
に
引
き
替
え
、
「
自

分
」
の
買
っ
て
い
る
パ
ン
は
「
八
銭
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
描

か
れ
た
対
比
は
金
額
の
差
か
ら
い
っ
て
も
、

い
か
に
も
惨
め
な
も
の
で
あ
り
、
な

に
よ
り
周
囲
か
ら
そ
う
見
ら
れ
る
こ
と
、
庖
員
に
そ
う
思
わ
れ
る
こ
と
へ
の
腹
立

た
し
さ
や
、

差
恥
心
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
「
殺
気
」
や
「
今
日
の
失
敗
り
方
」
に
つ
い
て
も
、
「
自
分
」

十
J
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対
し
て
そ
こ
ま
で
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
特
に
「
失
敗
り
」
と
表

現
が
あ
る
割
に
、
作
中
の
こ
の
時
点
で

「
自
分
」

は
大
し
た
失
敗
を
し
て
は
い
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
人
が

ご
L

っ
た
」
雪
道
に
も
、
「
自
分
」

は
滑
っ

た
様
子
は
な
い
し
、
散
髪
屋
で
の
石
鹸
の
件
も
庖
の
落
ち
度
で
あ
り
、

不
愉
快
な

八

出
来
事
で
は
あ
る
が
「
自
分
」

の
失
敗
で
は
な
い
。
古
本
屋
を
う
ろ
つ
い
た
り
、

電
車
の
定
期
券
を
買
っ
た
こ
と
で
余
計
な
出
費
を
し
た
の
は
失
敗
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
も
そ
も
一
日
の
出
来
事
全
て
を
指
す
よ
う
な
「
今
日
の
失
敗
り
方
」
と
い

う
言
葉
が
な
ぜ
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
二
月
十
六
日
の
近
藤
直
人
宛

書
簡
に
再
度
目
を
向
け
て
み
る
。

po 
n〈
d

有
楽
町
の
乗
場
へ
帰
つ
で
も
な
ん
だ
か
腹
が
立
っ
て
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
か
ら
小

便
を
し
て
や
り
ま
し
た
。
お
こ
り
に
来
た
ら
喧
嘩
し
て
や
る
と
思
っ
て
た
の
で
す
、

お
こ
り
に
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
こ
を
見
る
と
ガ
ー
ド
な
ん
で
す
、
下
は
市
電
が

通
っ
た
り
人
が
通
っ
た
り
し
て
ゐ
ま
す
、
少
々
閉
口
し
ま
し
た
が
お
こ
っ
て
ゐ
る
も

の
だ
か
ら
ざ
ま
見
ろ
と
い
う
気
持
に
な
り
少
し
胸
が
す
き
ま
し
た
、

帰
っ
て
見
る
と
買
っ
て
来
た
も
の
買
っ
て
来
た
も
の
、
皆
失
敗
で
す
、
足
袋
は
文

の
あ
は
な
い
あ
は
せ
足
袋
を
買
っ
て
来
て
ゐ
ま
す
し
、
茶
は
鐙
入
か
と
思
っ
た
ら
、

箱
へ
入
っ
て
錫
で
包
ん
で
あ
る
だ
け
で
す
、
道
h
H

菩
沓
を
し
な
が
ら
、
何
倍
も
時
間

を
か
け
て
買
っ
た
も
の
故
、
実
に
堪
ら
な
か
っ
た
で
す
。

こ
の
書
簡
に
は
、
誰
彼
構
わ
ず
喧
嘩
を
売
ろ
う
と
す
る
、
な
げ
や
り
で
退
廃
的

な
気
分
と
、
買
っ
て
き
た
品
物
が
悉
く
「
失
敗
」

「
湛
ら
な
」
さ
が
記
さ
れ

っ
た

て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
「
殺
気
」
と
「
今
日
の
失
敗
り
方
」
と
い
う
表
現
に
対
応
す



る
だ
ろ
う
。
特
に
、

一
日
か
け
た
買
い
物
の
品
々
に
費
や
し
た
時
聞
が
無
為
と
な

っ
た
状
態
が
「
実
に
堪
ら
な
か
っ
た
で
す
」
と
い
う
言
葉
に
表
わ
れ
て
い
る
。
作

中
で
の
時
聞
か
ら
い
え
ば
、
「
買
っ
て
来
た
も
の
」

の
失
敗
に
気
づ
く
の
は
、
こ

の
時
点
で
は
な
く
「
自
分
」
が
家
に
帰
っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
全

て
が
済
ん
だ
時
点
に
い
る
「
泥
浮
」

の
書
き
手
た
る
梶
井
は
、
「
今
日
の
失
敗
り

方
」
を
決
定
的
に
し
て
い
る
出
来
事
で
あ
る
、
そ
れ
ら
の
買
い
物
に
つ
い
て
の
こ

と
を
こ
の
時
点
で
書
き
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
、
と
読
め
る
。

そ
し
て
、
特
に
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、

こ
の
日
の
書
簡
に
書
か
れ
た
出
来

事
が
「
泥
浮
」
の
基
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
作
中
に
記
さ
れ
る
「
不

愉
快
」
「
不
機
嫌
」
「
不
活
設
」
と
い
う
言
葉
が
全
く
見
ら
れ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

末
尾
に
は
「
比
頃
素
晴
ら
し
い
情
熱
で
す
、

子
供
に
帰
っ
た
気
が
し
ま
す
。
御
安

心
下
さ
い
」

と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

続
け
て
三
月
十
三
日
か
ら
五
月
四
日
ま
で
の
書
簡
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
既

に
指
摘
が
あ
る
が
、
三
月
十
八
日
の
字
賀
康
宛
書
簡
に
ご
一
十
日
ま
で
原
稿
」
、

二
十
三
日
の
字
賀
宛
書
簡
に
も
「
今
原
稿
で
弱
っ
て
ゐ
る
。
」
と
あ
る
。

し
か
し

梶
井
は
結
果
的
に
こ
の
時
『
青
空
』
に
作
品
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

四
月
二
十
一
日
近
藤
直
人
宛
書
簡
で
あ
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
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此
の
聞
は
私
の
神
経
が
弱
か
っ
た
た
め
元
気
に
お
話
も
出
来
ず
、
劉
生
の
画
を
あ

ん
な
に
長
く
見
て
ゐ
な
が
ら
、
見
る
前
と
見
た
後
と
、
私
の
気
持
が
意
識
出
来
る
程

も
変
わ
ら
な
か
っ
た
や
う
な
工
合
で
、
大
さ
う
申
し
訳
な
い
や
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
ま
ず
、
「
私
の
気
持
」
を
「
劉
生
の
画
」
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
転
換
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
春

の
陽
気
を
厭
う
よ
う
な
「
気
候
が
い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

こ
の
後
四
月
二
十
九
日
の
近
藤
宛
書
簡
に
も
見
ら
れ
、
「
私
は
毎
日
疲
弊
し
て
随

分
不
愉
快
で
す
」

と
あ
る
。

こ
の
時
期
を
境
に
、
「
不
愉
快
」
と
い
う
言
葉
が
多

く
記
さ
れ
る
様
に
な
る
。
ま
ず
五
月
五
日
の
日
記
に
は
、
こ
の
時
『
青
空
』
同
人

で
あ
っ
た
千
賀
太
郎
が
梶
井
や
周
囲
の
人
聞
か
ら
借
り
た
金
を
返
さ
な
い
ま
ま

に
、
同
人
を
抜
け
る
と
い
う
事
態
に
際
し
、
「
意
志
薄
弱
な
ら
ん
も
同
情
が
追
ひ

そ
れ
か
ら
先
は
憎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
、
自
分
は
こ
れ
を
憎
み
不

つ
い
て
ゆ
け
な
い
、

ゆ
快
に
な
っ
た
。
」

と
あ
る
。
次
の
日
、
六
日
に
も
「
比
日
倦
怠
甚
だ
し
」
と
あ

り
、
虫
の
芦
に
対
し
て

「
こ
ん
な
耳
鳴
を
し
た
ら
さ
ぞ
こ
れ
位
不
愉
快
だ
ら
う
と

思
う
程
不
愉
快
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
頃
の
日
記
の
記
述
に
は
、

昼
頃
ま
で
睡

眠
を
と
り
、
倦
怠
感
や
罪
悪
感
を
感
じ
て
い
る
姿
が
多
々
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
「
昼
頃
ま
で
夢
を
た
く
さ
ん
見
な
が
ら
寝
て
ゐ
る
自
分
に
は
、

円

i
qペ
d

見
た
夢
と
現
実

と
が
時
ど
き
分
明
し
な
く
な
る
、
悪
く
疲
れ
た
午
後
の
日
中
が
あ
っ
た
。
」

と
の

作
中
で
の
表
現
と
対
応
す
る
。
「
泥
浮
」
が
執
筆
中
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
五
月
二

十
四
日
の
日
記
に
も
、
「
夢
と
現
実
と
が
こ
ん
な
風
に
重
な
っ
て
は
不
愉
快
で
あ

る
。
現
実
で
あ
っ
た
疑
ひ
が
今
で
も
し
て
ゐ
る
。
」

と
も
あ
る
。
ま
た
、
前
後
す

る
が
、

五
月
五
日
の
日
記
に
は
「
外
村
来
る
、
腫
面
の
写
真
な
ど
見
る
。
」

の
記

述
が
あ
り
、
作
中
の
「
醜
悪
な
伎
楽
の
腫
れ
函
」
を
思
わ
せ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

作
中
の
細
か
い
表
現
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
の
点
で

「
泥
淳
」
に
対
応
す
る
表
現

を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ひ
と
ま
ず
集
約
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ

う
か
。
ま
ず
「
泥
淳
」

の
市
街
散
策
の
描
写
に
は
、
梶
井
の
実
体

験
、
大
正
十
四
年
一
月
三
十
日
と
五
月
五
日
の
出
来
事
が
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
の

「
自
分
」

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
一
人
称
で
描
か
れ
る
「
自
分
」
の
「
不
愉
快
」
や
、
「
気



梶井基次郎「泥i寧j論

持
の
転
換
」

と
い
っ
た
「
泥
淳
」

の
作
品
構
造
の
核
と
な
る
部
分
、
感
情
の
変
遷

は
、
大
正
十
四
年
春
、
特
に
四
月
二
十
一
日
以
降
の
梶
井
の
心
理
状
態
を
色
濃
く

反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
作
品
中
の
「
自
分
」

の
「
気
分
」
に
関
わ
る
細
か
い
描
写
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
加
え
て
「
泥
津
」

の
作
品
構
造
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
「
気
持
の
転
換
」
に
つ
い
て
も
、
興
味
深
い

記
述
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
続
け
て
考
察
す
る
。

五
月
十
二
日
の
日
記
に
は
、
「
歩
い
て
ゐ
た
ら

麻
布
へ
ゆ
く
こ
と
に
心
極
る
、

す
る
と
若
葉
が
急
に
詰
ら
な
く
思
へ
て
来
る
、

し
か
た
が
な
い
の
で
歩
い
て
ゐ
る

と
、
ま
た
気

落
付
い
て
来
る
、
や
は
り
美
し
い
樹
木
の
力
な
ど

え
ら
い
も
の

と
思
ふ
、
」
と
あ
り
、
植
物
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
気
持
ち
を
落
ち
着
け
る
、
と
い

「
風
に
吹
か
れ
て
ゐ
る
草
な

う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
「
泥
浮
」
作
中
の

ど
を
見
つ
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、
何
時
か
自
分
の
裡
に
も
丁
度
そ
の
草
の
葉
の
や
う

に
揺
れ
て
ゐ
る
も
の
の
あ
る
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
定
か
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

か
す
か
な
気
配
で
は
あ
っ
た
が
、

し
か
し
不
思
議
に
も
秋
風
に
吹
か
れ
て
さ
わ
さ

わ
揺
れ
て
ゐ
る
草
自
身
の
感
覚
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
酔

は
さ
れ
た
や
う
な
気
持
で
、
そ
の
あ
と
は
い
つ
も
心
が
清
す
が
し
い
も
の
に
変
わ

っ
て
ゐ
た
。
」
の
部
分
に
対
応
し
て
い
よ
う
。
こ
の
日
記
と
、
五
月
十
九
日
の
「
そ

れ
か
ら
麻
布
へ
ゆ
く
。
市
役
所
前
か
ら
乗
っ
た
女
の
人

奥
さ
ん
な
ら
ん
、

し、

』

に
ほ
ひ
を
さ
せ
て
、

と
て
も
い
』
匂
ひ
。

a

美
し
い
人
!

自
分
は
気
が
清
々

し
て
、
幸
福
に
な
っ
た
。
」
と
い
う
記
述
な
ど
か
ら
は
、
美
し
い
も
の
に
接
す
る

こ
と
で

「
気
持
の
転
換
」
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。

し
か
し
、

五
月
十
二
日
以
降
の
書
簡
・
日
記
に
は
、
「
不
愉
快
」

の
記
述
が
頻

出
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

「
気
持
の
転
換
」
が
容
易
に
な
さ
れ
な
い
状
況
が
う

か
が
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、

五
月
十
二
日
の
日
記
に
は
、

淀
野
へ
ゆ
く
、
外
村
ゐ
な
い
と
の
こ
と
、

「
外
村
お
こ
っ
て
た
ぞ
狸
や
狸
や
っ
て
」

て
く
る
。

自
分
は
出
来
る
だ
け
の
こ
と
を
や
っ
た
、
然
し
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。

む
か
む
か
と
不
愉
快
に
な
る
、

顔
に
出

レ

rめヲ
Q

。
こ
っ
寺
羽
つ
圭
章
レ
-

d

て
、
尾
+
T
ま
た

E
ト
B
F「
一

3
、
『
号
E
=

{
E
j
t
t
i
‘

-

1

3

l
一
三
」

同
年
二
月
の
二
号
に
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
を
掲
載
し
て

創
刊
号
に
「
梓
援
」
、

い
る
が
、
三
月
発
行
の
第
三
号
、
六
月
発
行
の
第
四
号
に
は
作
品
を
掲
載
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
雑
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
に
つ
い
て
、
梶
井
と
同
人
と
の
礼
牒
だ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

。。
円
ぺ

υ

ま
た
翌
十
三
日
に
も
、
「
中
谷
の
置
手
紙
を
見
て
少
し
ま
た
不
愉
快
に
な
っ
て
ゐ

「
浅
沼
が
『
梶
井
は
自
分
に
云
は
ん
な
ら
ん
こ
と
を
人
に

一
緒
に
行
く
の
は
御
免
』
、
淀
野
は
『
精
進
せ
い
/
¥
と
云
ふ
か
ら

苦
手
だ
』
と
の
こ
と
、
若
い
人
達
に
不
人
望
な
る
如
し
、
聴
い
て
ゐ
る
う
ち
ひ

た
」
と
あ
り
、

ま
た

去
ふ
か
ら

と
り
で
に
不
愉
快
に
な
る
」
と
あ
る
。

同
人
と
の
札
牒
に
対
す
る
梶
井

の
拘
泥
の
様
子
は
二
十
二
日
頃
か
ら
の
日
記
な
ど
に
も
う
か
が
え
る
。
二
十
二

ま
た
、

日
の
日
記
は
回
目
頭
に
「
此
の
頃
、
書
く
も
の
手
紙
、
日
誌
共
に
誤
字
及
脱
字
多

し
。
神
経
疲
労
の
た
め
な
ら
ん
」
と
あ
り
、
「
泥
淳
」
で
の
「
気
分
」
を
努
需
と

さ
せ
る
。
続
け
て

O 

帽
子
の
こ
と
」
と
題
さ
れ
た
記
述
が
あ
る
。

O

帽
子
の
こ
と
。

中
谷
及
外
村
席
に
す
わ
る
。

「
ま
た
お
こ
れ
ん
様
に
な
っ
た
」
と
い
ふ
様
な
こ
と
を
云
っ
て
外
村
微
笑
む
。



そ
れ
か
ら
種
ん
な
話
あ
っ
た
。
《
中
略
》

こ
れ
か
ら
少
し
経
っ
て
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
淀
野
が

「
怒
ら
れ
る
と
思
ふ
時
分
に
も
っ
て
来
て
:
:
・
」
と
い
ふ
様
な
こ
と
を
云
っ
た
。
も

う
少
し
長
い
言
葉
を
使
っ
た
ら
し
。
言
葉
が
終
ら
な
い
先
に
自
分
は
あ
れ
を
持
っ
て

ゆ
く
日
の
こ
う
で
い
を
思
ひ
出
し
た
。

持
っ
て
ゆ
か
う
か
ゆ
か
う
ま
い
か
、
今
持
っ
て
[
来
]
行
っ
た
ら
[
少
]
ま
た

狸
的
な
見
方
を
し
ら
れ
る
が
、
然
し
あ
ち
ら
は
催
促
も
し
て
ゐ
た
し
、
も
っ
て

行
っ
て
や
ら
う
。
狸
と
い
ふ
こ
と
自
分
で
は
信
用
し
て
ゐ
な
い
ん
だ
か
ら
。
俺
を
狸

と
見
る
こ
と
に
対
す
る
些
少
の
軽
蔑
。
及
、
狸
と
見
ら
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
な
に
か

狸
意
識
を
養
成
し
ら
れ
る
こ
と
を
予
防
す
る
た
め
。
ま
た
み
す
み
す
狸
な
こ
と
を
し

て
や
っ
て
、
自
分
が
狸
と
い
は
れ
る
こ
と
に
参
っ
て
ゐ
な
い
ぞ
。
い
つ
か
狸
で
な
い

[
と
き
]
〈
こ
と
〉
が
わ
か
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
時
[
自
分
が
]
〈
彼
は
〉
狸
だ

と
云
は
れ
て
ゐ
て
び
く
と
も
せ
ず
狗
(
拘
)
泥
も
せ
ず
に
帽
子
を
持
っ
て
行
っ

た
[
ぞ
]
、
!
と
い
ふ
様
な
こ
と
を
思
っ
て
持
っ
て
行
っ
た
。

止
そ
う
か
な
あ
な
ど
思
っ
て
[
見
た
り
]
捨
て
〉
見
た
り
、
新
聞
紙
に
く
る
む

だ
の
を
丸
善
の
紙
に
包
み
か
へ
た
り
。

l

自
分
は
今
も
そ
の
言
葉
を
軽
く
そ
ら
さ
う
と
思
っ
た
。
顔
が
少
し
歪
ん
だ
。
少

し
位
歪
ん
で
ゐ
て
も
直
せ
る
と
思
っ
た
。
直
し
か
け
た
ら
な
ほ
少
し
歪
ん
だ
。
少

し
湛
え
て
ゐ
た
。
自
分
は
も
う
駄
目
だ
と
思
っ
て
顔
を
歪
ま
せ
た
。
す
る
と
ぐ
ん
ぐ

ん
歪
ん
で
行
っ
た
。
そ
れ
は
益
々
増
し
た
。

「
あ
〉
不
愉
快
、
う
:
:
:
ん
」
頬
が
け
い
れ
ん
し
て
ゐ
る
。
自
分
の
前
の
中
谷
、

横
の
外
村
向
ひ
の
千
賀
な
ど
ひ
っ
そ
り
し
て
し
ま
っ
た
。
自
分
は
危
く
そ
の
変

な
悔
(
侮
)
辱
の
た
め
に
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
。
宇
賀
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
[
て
]

た
。
そ
し
て
段
々
顔
の
歪
み
が
と
れ
て
行
っ
た
。

梶井基次郎「泥浮」論

「
狸
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
前
掲
の
五
月
十
二
日
の
日
記
に
あ
る
記
述
に
対
応

し
て
い
る
。
梶
井
た
る

「
自
分
」
が
、
仲
間
内
で
信
用
さ
れ
ず
に
、
「
狸
」
呼
ば

わ
り
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
の
ス
ト
レ
ス
と
、

そ
れ
ら
を
は
ね
除
け
よ
う
と
す
る

「
こ
う
で
い
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
「
不
愉
快
」
は
無
難
に
「
転

換
」
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
「
中
谷
」
「
外
村
」
「
千
賀
」
の
い
る
前
で
、

「
自
分
」

は
感
情
の
動
き
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
爆
発
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、

こ
こ
に
記
さ
れ
た

の
感
情
の
暴
発
を
、
「
自
分
」

は
何

「
・
間
口

ANH」

と
か

「
転
換
」

へ
と
導
こ
う
と
す
る
。

同
日
の
続
き
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
非
常
に
沈
う
つ
だ
っ
た
ね
」
と
中
谷
。

「
変
て
こ
に
な
っ
て
し
ま
ふ
て
な
、
梶
井
に
不
愉
快
さ
し
て
か
ら
:
:
:
泣
い
て
謝
り

度
い
様
な
・
:
:
・
」

自
分
の
気
持
が
ぐ
与
与
と
引
か
れ
た
。

な
ん
だ
か
感
謝
と
云
っ
た
様
な
、
彼
の
純
粋
さ
を
ほ
め
た
い
様
な
。
《
中
略
》

身
が
し
ま
っ
て
も
の
が
書
け
る
晩
に
な
っ
た
様
な
気
が
し
た
。
あ
の
と
き
は
ち
が
ふ
。

と
云
っ
た
、
そ
の
時
が
来
た
様
に
思
っ
た
。
変
な
昂
奮
、
相
反
し
た
二
つ
を
持
て
る
。

へ
ロ
イ
ズ
ム
。
ヘ
ロ
イ
ズ
ム
を
確
か
に
感
じ
て
ゐ
た
。
あ
と
で
「
な
ん
に
も
な
か
っ

た
の
だ
」
と
云
っ
た
に
つ
き
。

樹
叶
ベ
寸
州
司
成
対
吋
刑
制
叫
制
叫
叫
叶
叫
寸
剖
叶
l

こ
の
原
因
が
変
な
へ
ロ
イ
ズ

ム
ら
し
。
ま
た
、
あ
れ
が
自
分
の
狸
的
攻
撃
に
た
い
す
る
自
分
の
気
持
の
反
映
で
、

そ
の
反
映
の
変
に
リ
ア
ル
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
快
く
恩
ふ
、
ま
た
、
淀
野
の

様
な
人
に
云
は
れ
、
淀
野
に
は
充
分
な
好
意
が
あ
り
[
外
村
に
]
然
も
麻
布
影
口
の

反
映
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
外
村
自
身
に
云
は
れ
た
よ
り
も
、
不
快
[
の
あ
と
の
清
]

を
不
快
の
ま
〉
[
に
し
て
お
く
]
〈
に
出
し
、
席
〉
を
蹴
っ
て
立
っ
た
り
、
言
葉
を
荒

立
て
た
り
す
る
気
持
も
な
か
っ
た
故
、

Q
d
 

q
u
 

結
局
、
友
人
が
反
省
す
る
言
葉
を
契
機
に
、
「
自
分
」

は
そ
れ
ま
で
の
不
愉
快

が
洗
い
流
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
感
謝
」

を
感
じ
、
「
も
の
を
書
」
こ
う
と
し
、
「
書

け
る
」
と
い
う
気
分
に
な
る
。
こ
こ
で
「
自
分
」
に
と
っ
て
の
、
書
く
こ
と
と
は
、

「
不
愉
快
」

狸

と
い
う
周
囲
か
ら
の
評
価
、
原
稿
を

の
原
因
と
な
っ
て
い
る

書
く
と
い
っ
て
書
か
な
い
梶
井
と
い
う
評
価
等
を
払
拭
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
小
説
を
書
く
こ
と
を
自
身
の
存
在
証
明
と
し
て
い
る
梶
井
の
姿
で
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も
あ
ろ
う
。
翌
日
の
二
十
三
日
の
日
記
に
は
、
「
前
夜
か
ら
一
す
い
も
せ
ず
。
前

夜
は
急
に
ア
ブ
ノ
ル
マ
ル
と
思
へ
る
様
な
創
作
欲
が
湧
い
て
、

そ
れ
に
と
り
か
』

っ
た
が
、
(
基
次
郎
!
)
中
途
で
止
し
、
」
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
、

そ
の
時
の
も

「
泥
淳
」

の
草
稿
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

の
カtこ

の
様
に
前
掲
五
月
二
十
二
日
の
日
記
は
、
「
泥
浮
」
が
書
か
れ
た
時
期
に
お

い
て
、
「
自
分
」

「
気
持
の
転
換

と
い
う
要
素
を
持
つ
体
験
と
し
て
、

重
要

の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
今
少
し
、
こ
こ
で
の
記
述
に
目
を
向
け
よ
う
。
す
る
と
、

ま
ず
「
変
な
昂
奮
、
相
反
し
た
二
つ
を
持
て
る
」

と
あ
る
。
「
泥
浮
」

に
お
け
る

「
自
分
」
の
分
裂
の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
連
が
感
じ
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
「
反

対
に
清
々
し
く
な
っ
た
」

「
気
持
の
転
換
」

の
実
体
験

の
部
分
は
、
「
自
分

の

と
も
い
う
べ
き
記
述
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
前
掲
に
続
く
記
述
は
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。そ

の
次
ま
た
不
愉
快
が
来
る

淀
野
の
こ
と
で
昂
奮
、

ま
た
不
愉
快
に
な
る
、

淀
野
の
云
っ
た
こ
と
の
自
分
勝
手
な
解
釈
。
と
恩
ひ
、
彼
は
彼
自
身
の
こ
と
で
沈
う

つ
に
な
り
し
な
ら
ん
。
て
な
こ
と
で
。

な
に
し
ろ
、
胸
に
た
か
ま
っ
て
来
る
昂
奮
が
ず
っ
と
続
い
て
ゐ
る
、
こ
と
の
今
で
も

そ
の
影
響
あ
り
、

結
局
の
所
、
「
自
分
」

「
反
対
に
清
々
し
く
な
っ
た
」

と
い
う
気
分
は
、
何

の

と
カミ

「
不
愉
快
」
を
抑
え
つ
け
よ
う
と
い
う
欺
踊
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
そ
れ
は
、
自
分
の
中
の
感
情
を
「
堪
ら
え
た
」
結
果
な
の
で
あ
る
。

で
な
け

れ
ば
「
反
対
に
」
と
い
う
言
築
も
、

そ
こ
に
付
随
す
る
は
ず
が
な
い
。
同
様
の
事

は
翌
二
十
三
日
、
続
く
二
十
四
日
に
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
二
十
三
日
に
は
、

ど
う
し
た
訳
か
・
多
分
徹
夜
の
病
的
昂
奮
、
'
外
村
に
も
中
谷
に
も
浅
沼
に
も
、

い
や
判
ぺ
寸
叫
倒
割
州
引
制
剖
U
剖
倒
剖
到
阿
叫
剖
引
叶
制
刈
叫
剖
矧
阿
部
は
底

に
病
的
な
も
の
を
感
じ
っ
ミ
[
外
村
の
と
こ
ろ
]
鮮
は
前
夜
の
こ
と
が
ま
た
頭
に
帰

る。
と
、
負
の
感
情
か
ら
の
「
道
越
」
を
気
取
つ
な
が
ら
も
「
前
夜
」
の
事
、
「
不

か
ら
気
分
を
転
換
し
よ
う
と
乱
れ
る
感
情
の
動
き
が
思
い
出
さ
れ
る
。
た

愉
快
」

だ
翌
日
二
十
四
日
に
は
、
「
今
日

外
村
、
浅
沼

に
は
何
の
憎
悪
を
も
感
じ
て

ゐ
な
か
っ
た
、
中
谷
に
悪
い
妄
想
が
起
る
、
」

と
あ
り
、
徐
々
に
感
情
の
高
ぶ
り

が
治
ま
り
つ
つ
あ
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

-40-

以
上
、
「
泥
淳
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
に
お
け
る
、
作
者
梶
井
に
つ
い
て
の
書

筒
・
日
記
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
熊
木
哲
氏
は
、
こ
の
時
期
の
友
人
達
と
の
乳
蝶

に
つ
い
て
、
「
そ
れ
ま
で
構
え
て
い
た
感
情
の
爆
発
と
そ
れ
か
ら
の
回
復
が
、
梶

井
基
次
郎
の
心
情
に
好
影
響
を
与
え
、
創
作
意
欲
を
湧
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
〈
友
達
に
裏
切
ら
れ
て
ゐ
る
よ
う
な
妄
想
が
不
意
に
頭
を
謹
げ
る
〉

と
は

「
泥
浮
」
(
「
一
」
)

の
一
節
で
あ
っ
た
。
友
人
達
に
対
す
る
感
情
の
阻
師
と

い
っ
た
こ
と
が
、
梶
井
の
心
を
重
く
塞
い
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
す
ベ

て
の
憎
悪
か
ら
超
越
し
た
よ
う
な
気
持
〉

と
記
す
こ
と
の
出
来
た
時
、
「
泥
棒
」

は
成
稿
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

梶
井
の
実
生
活
を
う
か
が
わ
せ
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
「
自
分
」

の

「
気
持
の

転
換
」

は
本
当
に
図
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
自
分
」
あ
る
い
は
梶
井
が
、
自
分

の
気
分
が
転
換
し
た
と
い
う
気
に
な
っ
て
も
、

一
方
で
そ
の
反
作
用
が
起
る
か
の



よ
う
に
、
負
の
感
情
が
起
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
が
、
前
掲
の
梶
井
の
資
料
か
ら
読

む
べ
き
「
気
分
」

の
様
相
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
実
生
活
で
果
た
せ

な
か
っ
た
「
転
換
」
を
作
品
中
の
「
自
分
」
に
お
い
て
果
た
さ
せ
た
の
だ
、
と
い

う
見
方
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。

で
は
「
泥
博
」
と
い
う
作
品
が
何
を
主
題
と
し
、

如
何
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
そ
の
構
造
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
以
下

さ
ら
に
考
察
を
す
す
め
た
い
。

「
泥
湾
」
草
稿
か
ら
の
視
点

i
生
成
過
程
と
し
て
の
草
稿
i

さ
て
「
泥
浮
」
の
作
品
自
体
を
考
察
す
る
際
に
、
大
正
十
四
年
五
月
に
「
泥
浮
」

の
草
稿
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
行
研
究
で
は
こ
の
草
稿
に
つ
い
て
、
存
在
は
指
摘
さ
れ
て
も
あ
ま
り
重
要
視
は

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
感
が
あ
る
。
渥
見
秀
夫
氏
が
草
稿
に
つ
い
て
、
そ
の
推
敵
過

程
な
ど
に
注
目
し
、
「
草
稿
の
途
中
段
階
で
明
記
さ
れ
か
か
っ
た
自
己
分
裂
の
直

接
的
表
明
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
レ
ベ
ル
で
、
作
品
は
完
成
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
、
草
稿
に
つ
い
て
最
も
踏
み

込
ん
で
言
及
し
て
い
る
数
少
な
い
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
前
掲
の
演
川
氏
も
指
摘
す
る
様
に
「
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
は
草
稿
か
ら

完
成
稿
へ
の
過
程
で
大
き
な
差
異
は
な
い
」
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
棒
様
」
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と
の
関
係
と
対
比
さ
せ
た
場
合
に
は
、
「
泥
浮
」

の
草
稿

と
習
作
「
瀬
山
の
話
」

と
作
品
の
間
に
は
「
大
き
な
差
異
は
な
い
」
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
草
稿
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
松
津
和
宏
氏
は

テ
ク
ス
ト

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
最
終
稿
に
先
立
っ
て

草
稿
に
つ
い
て
、
「
生
成
論
で
は
、

書
か
れ
た
資
料
を
一
括
し
て
前
日
テ
ク
ス
ト
告
宮
内
l
R
丘
町
と
呼
び
、
最
終
稿
へ

至
る
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
読
解
可
能
な
対
象
と
し
て
構
築
し
て
い

く
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
す
る
「
泥
浮
」

の
草
稿
は
、
印
刷
媒
体
を
経
た
も
の
で

あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
生
成
論
の
方
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
言
葉
の
生
成
の
劇
」
(
前
掲
、
松
津
氏
)
に
触
れ
る
と
い

う
方
向
性
に
お
い
て
草
稿
を
読
む
と
い
う
試
み
を
、
こ
の

泥
浮

の
草
稿
に
つ

い
て
行
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
「
泥
津
」

の
草
稿
に
つ
い
て
、
作
品
た
る
定

稿
へ
と
至
る
、
主
題
と
構
成
が
生
ま
れ
る
過
程
を
見
る
と
い
う
形
で
考
察
し
た
い
。

現
存
す
る
草
稿
は
、
梶
井
の
日
記
等
か
ら
推
測
す
る
に
、
大
正
十
四
年
五
月
二

十
二
日
以
降
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
草
稿
を
「
泥
淳
」

本
文
か
ら
見
た
場
合
、
確
か
に
作
品
構
成
や
、
「
自
分
」
と
い
う
視
点
人
物
兼
主

人
公
、
そ
し
て
「
自
分
」
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の
語
る
挿
話
、
結
末
に
至
る
ま
で
、
大
き
な
差
異
は
認

め
ら
れ
な
い
。
「
定
稿
は
第
七
帖
の
草
稿
を
整
理
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
と
云
え

よ
う
」
と
す
る
指
摘
は
、
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、
草
稿
か
ら
定
稿
へ
と
い
う

観
点
、

そ
の
成
立
す
る
過
程
を
見
た
場
合
に
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
定
稿
と

し
て
成
立
し
た
部
分
で
は
な
く
、
成
立
し
な
か
っ
た
部
分
、
削
除
さ
れ
た
部
分
を

も
見
る
こ
と
で
、
「
泥
淳
」

に
お
け
る
書
き
手
の
提
井
の
意
図
と
そ
の
可
能
性
、

あ
る
い
は
作
品
解
釈
に
も
新
た
な
観
点
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
目
目
頭
の
部
分
に
お
い
て
、
草
稿
で
は
二
度
書
き
直
さ
れ
て
い
る
部
分
が
認

め
ら
れ
る
。

以
下
掲
げ
る
。
(
な
お
、
全
集
で
の
表
記
に
従
い
、
[

]
内
の
字
句
は
抹

消
部
分
を
翻
刻
し
た
部
分
、
〈

〉
内
は
欄
外
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
字
句
、
【

】
内
は

度
抹
消
さ
れ
た
部
分
が
、
そ
の
部
分
を
含
ん
で
さ
ら
に
広
い
範
囲
で
抹
消
さ
れ
た
場
合
を

示
し
て
い
る
。
前
潟
の
書
簡
、
日
記
も
同
様
。
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待
っ
て
ゐ
た
家
か
ら
の
為
替
が
来
た
の
で

久
し
ぶ
り
で
[
そ
れ
を
]
本
郷
の
方
へ

自
分
は
〔
永
ら
く
引
き
縫
っ
て
ゐ
た
]

待
っ
て
ゐ
た
為
替
が
家
か
ら
届
い
た
[
。
]
の
で
そ
れ
を
金
に
替
え
方
々
久
し
振

り
で
自
分
は
本
郷
[
の
]
へ
出
掛
け
る
こ
と
に
し
た
。
[
〈
そ
の
前
の
日
〉
二
度
目
の

雪
【
の
】
が
]

[
そ
の
年
に
]
[
立
春
]

表
現
と
し
て
は
、
定
稿
と
比
し
て
大
き
な
差
は
な
い
が
、
「
自
分
は
出
来
る
だ

け
の
こ
と
を
や
っ
た
、
然
し
出
来
な
か
っ
た
の
だ
」

と
い
う
状
態
の
梶
井
が
、
遂

に
書
き
出
し
、

そ
の
冒
頭
に
に
苦
心
し
た
跡
と
も
い
え
る
。

続
い
て
大
き
く
削
除
、
訂
正
し
て
い
る
箇
所
と
し
て
、
本
文
の

「
書
く
方
を
放

棄
し
て
か
ら
一
週
間
余
り
に
も
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
」
以
降
の
内
容
に
合
致
す

る
部
分
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
。

そ
れ
を
書
き
つ
け
や
う
と
す
る
瞬
間
に
変
に
憶
ひ
出
せ

り
し
た
。
[
書
き
続
け
て
来
た
こ
と
を
読
み
返
し
て
み
て
も
]

[
そ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
を
読
み
返
し
て
見
【
る
の
に
】
て
も
書
い
た
と
き
の
自
分
が

感
ぜ
ら
れ
る
【
。
】
度
に
訂
正
]

[
そ
れ
を
書
い
た
と
き
の
気
持
が
]

[
読
み
返
し
を
す
る
。
書
い
]

[
読
み
か
へ
し
を
す
る
。
訂
正
す
る
。
ま
た
読
み
か
へ
す
。
訂
正
す
る
。
そ
ん
な
こ

と
を
し
て
ゆ
く
う
ち
に
訂
正
も
出
来
【
な
か
】
な
く
な
っ
て
ゐ
た
。
書
き
は
じ
め
の

気
持
【
は
】
を
忘
れ
て
ゐ
る
の
に
]

[
読
み
か
へ
し
を
す
る
度
に
書
き
は
じ
め
の
気
持
が
]

読
み
か
へ
し
て
は
訂
正
し
て
ゐ
た
の
が
、
そ
れ
も
出
[
来
な
い
]
来
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
ど
う
直
せ
ば
い
〉
の
か
、
書
き
は
じ
め
の
気
持
[
は
と
っ
く
に
自
分
]
〈
そ

の
も
の
〉
が
〈
自
分
に
は
〉
ど
う
に
も
恩
ひ
出
せ
な
く
な
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

〈
な
く
〉
な
っ
て
来
た

[
「
な
に
〉
魅
か
れ
て
こ
ん
な
も
の
を
書
い
て
ゐ
た
の
だ
」
]
直
ぐ
に
も
自
分
は
や

め
て
し
ま
ふ
べ
き
[
で
あ
]
だ
っ
た
〈
の
だ
〉
。
然
し
自
分
は
そ
ん
な
に
な
っ
て
ゐ
[
る
]

て
も
執
念
深
く
や
め
な
か
っ
た
。
[
し
ま
ひ
に
は
一
行
の
]
結
果
は
よ
く
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
書
い
て
は
読
み
返
し
、
読
み
返
し
て
は
書
く
内
に
混
乱
し
て
い
く

「
自
分
」
が
、
文
章
そ
れ
自
体
の
混
乱
の
中
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら

れ
る
し
、
「
な
に
』
魅
か
れ
て
こ
ん
な
も
の
を
書
い
て
ゐ
た
の
だ
」

と
い
う
一
文

士
、
も
ま
や
乍
口
旧
勾
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「
気
力
」
が
無
く
な
り
、
「
澱
ん

よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
続
け
て

「
自
分
」

の

だ
沼
の
水
の
様
に
」
止
ま
り
、
そ
の
自
分
の
気
持
ち
は
「
悪
夢
に
似
た
と
こ
ろ
の

あ
る
」
と
い
う
描
写
に
つ
い
て
拘
泥
し
て
い
る
。
作
中
で
は
続
く
部
分
に
「
水
が

腐
っ
て
ゐ
る
花
瓶
」

の
挿
話
を
入
れ

「
不
活
発
」
な
気
持
ち
に
つ
い
て
、
ま
と
め

上
げ
て
い
る
、
と
い
っ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

円ノ
U

8
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こ
の
よ
う
に
「
自
分
」

気
持
」
に
つ
い
て
描
く
際
、
草
稿
に
お
い
て
、
多

の

く
の
遼
巡
が
見
ら
れ
、
書
き
手
が
如
何
に
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
重
視
し
て
い
る
か
が

う
か
が
え
る
。
定
稿
で
「
自
分
の
動
か
な
い
気
持
は
、
然
し
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
」

と
何
気
な
く
書
か
れ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
草
稿
で
は
、

自
分
の
動
か
な
い
気
持
は
、
然
し
、
[
そ
ん
な
こ
と
で
〈
は
〉
決
し
て
い
つ
も
の
コ
ー

ス
へ
戻
ら
さ
れ
な
【
く
】
か
っ
た
。
]
[
そ
れ
に
よ
っ
て
い
与
影
響
を
う
け
な
か
っ
た
。
]

そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

と
、
二
度
の
推
敵
を
経
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
も
、
「
泥
浮
」

の
作
品
構
造
と
し
て
、
「
自
分
」

の

「
気
持
」
、
特
に
そ
の
動
き
と
い
う
も
の
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
、

「
気
持
」

の
描
写
が
少
な
い
部
分
の
草
稿
は
、

ほ
ぽ
定
稿
と
同

そ
の

じ
構
成
と
な
り
、
異
同
が
見
ら
れ
る
の
は
表
現
上
の
些
少
な
変
更
、
削
除
、
な
ど

が
多
く
な
る
。
本
屋
で
の
挿
話
に
つ
い
て
も
、
書
き
直
し
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、

一
旦
書
い
た
部
分
を
、
続
け
ざ
ま
に
推
敵
し
て
い
る
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。

続
く
部
分
で
定
稿
と
の
大
き
な
異
同
が
あ
る
点
と
し
て
、

写
が
挙
げ
ら
れ
る
。

石
鹸
に
つ
い
て
の
描

石
鹸
に
つ
い
て
の
描
写
に
は
作
品
解
釈
の
観
点
か
ら
も
検
討

の
必
要
抗
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
は
定
稿
を
掲
げ
る
。

ラ
イ
オ
ン
を
出
て
か
ら
は
唐
物
屋
で
石
鹸
を
買
っ
た
。
ち
ぐ
は
ぐ
な
気
持
は
ま
た

何
時
の
間
に
か
自
分
に
帰
っ
て
ゐ
た
。
石
鹸
を
買
っ
て
し
ま
っ
て
自
分
は
、
な
に
か

今
の
は
変
だ
と
思
ひ
は
じ
め
た
。
は
っ
き
り
し
た
買
い
た
さ
を
自
分
が
感
じ
て
ゐ
た

の
か
ど
う
か
、
自
分
に
は
ど
う
も
恩
ひ
出
せ
な
か
っ
た
。
宙
を
踏
ん
で
ゐ
る
や
う
に

た
よ
り
な
い
気
持
で
あ
っ
た
。

「
ゆ
砂
テ
ヴ
ヴ
で
遣
っ
て
る
か
ら
ぢ
や
」

過
失
な
ど
を
し
た
と
き
母
か
ら
よ
く
さ
う
云
は
れ
た
。
そ
の
言
葉
が
思
ひ
が
け
ず

自
分
の
今
為
た
こ
と
の
な
か
に
あ
る
と
思
っ
た
。
石
鹸
は
自
分
に
と
っ
て
途
方
も
な

く
高
価
い
石
鹸
で
あ
っ
た
。
自
分
は
母
の
こ
と
を
思
っ
た
。

定
稿
で
は
「
一
一
ご

「
自
分
」

の
冒
頭
に
あ
た
る
部
分
で
あ
る
。
作
品
構
成
か
ら
見
れ
ば
、

の
「
気
持
の
転
換
」
が
如
何
に
な
さ
れ
る
か
が
描
か
れ
る
場
面
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
定
稿
に
描
か
れ
た
「
石
鹸
」

は
、
「
ち
ぐ
は
ぐ
な
気
持
」
が
治
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ま
り
か
け
た
際
に
「
自
分
」

の
気
持
ち
を
乱
す
契
機
を
作
る
も
の
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。

で
は
、
草
稿
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
草
稿
中
に
は
章
を
区
切
る
番
号
、

印
等
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
二
章
と
三
章
の
端
境
に
あ
た
る
ラ
イ
オ
ン
で
の
食
事

の
描
写
は
、
構
成
上
の
位
置
、
表
現
と
も
に
定
稿
と
の
大
き
な
変
化
は
な
い
。
草

稿
で
は
、
ラ
イ
オ
ン
で
の
食
事
の
描
写
を
挟
ん
で
、
「
自
分
」
が

「
石
鹸
」
を
買

っ
た
様
子
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
箇
所
を
掲
げ
る
。

自
分
は
あ
る
化
粧
品
屋
で
〈
匂
の
い
〉
〉
石
鹸
を
一
ケ
買
っ
た
。
買
っ
て
し
ま
っ
[
て

か
ら
そ
れ
を
]
た
あ
と
で
自
分
は
[
別
]
ほ
し
く
も
な
い
も
の
を
買
っ
た
と
思
っ
た
。

[
喜
沓
々
々
で
お
し
て
来
た
の
に
は
不
調
]
そ
れ
は
[
恐
ろ
し
く
]
お
そ
ろ
し
く
高

い
石
鹸
で
あ
っ
た
。
変
な
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
。
[
後
]
[
貿
ひ
度
い
欲
望
を
感
]

買
は
う
と
い
ふ
意
志
[
を
少
し
も
感
じ
て
ゐ
な
か
っ
た
様
な
]
が
自
分
に
あ
っ
[
た

と
は
]
た
と
い
ふ
覚
え
が
な
か
っ
た
。
[
買
っ
た
と
い
ふ
こ
と
]
[
凶
い
]
わ
る
い
予

感
が
自
分
に
起
っ
た
。

少
し
和
や
か
に
な
っ
て
ゐ
た
自
分
の
気
持
は
気
持
悪
く
冷
い
も
の
に
触
れ
た
。
そ
れ

は
ラ
イ
オ
ン
を
出
て
あ
る
[
化
粧
品
で
買
]
唐
物
屋
で
買
っ
た
石
鹸
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
恐
ろ
し
く
高
い
石
鹸
で
あ
っ
た
。
貿
[
っ
て
か
ら
]
〈
ひ
な
が
ら
〉
変
な
こ
と
を

[
し
た
と
]
〈
す
る
ぞ
〉
と
自
分
は
思
[
っ
た
。
]
〈
っ
て
ゐ
た
。
〉
[
ス
|
]
[
す
ー
っ

と
夢
の
様
な
気
持
で
あ
っ
た
。
何
気
な
く
買
ふ
に
は
高
【
過
ぎ
る
。
】
価
す
ぎ
る
。
然

し
自
分
に
は
【
貿
ひ
度
ひ
】
そ
れ
を
買
【
ひ
度
い
】
〈
は
う
〉
と
い
ふ
意
志
を
起
し
た
]

そ
う
思
っ
て
ゐ
る
と
〈
自
分
は
〉
買
っ
て
ゐ
る
自
分
[
と
は
]
{
と
二
人
の
自
分
が
ゐ

る
]
(
そ
ん
な
風
に
恩
へ
た
。
)
と
変
に
没
交
渉
で
あ
っ
た
。
わ
る
い
予
感
が
自
分
を

通
り
過
ぎ
た
。

n
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組
処

こ
の
草
稿
で
の
描
写
に
お
い
て
の
石
鹸
と
「
自
分
」

の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
。
前
半
部
を
見
る
と
、
「
自
分
」

lま

「
石
鹸
」
に
つ
い
て
、
買
う
気

も
な
か
っ
た
、
欲
し
く
も
な
い
も
の
を
貿
っ
た
と
思
い
な
が
ら
、
記
憶
と
意
志
が

唆
味
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
自
覚
し
、
そ
こ
に
「
わ
る
い
予
感
」
を
感
じ
て

い
る
。
さ
ら
に
後
半
で
は
ラ
イ
オ
ン
を
出
た
「
自
分
」

の

「
和
や
か
に
な
っ
て
ゐ

た
」
「
気
持
」
が
触
れ
た
、
「
気
持
悪
く
冷
い
も
の
」
、

「
石
鹸
」

そ
れ
が

で
あ
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
高
価
な
「
石
鹸
」

は
「
自
分
」

の

「
気
持
」
を
乱
し
、
「
石
鹸
」
を
買
う
「
自
分
」

と
買
わ
な
い

「
自
分
」
と
に
分
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裂
さ
せ
る
力
を
持
ち
、
悪
い
予
感
を
起
さ
せ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

端
的
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
「
石
鹸
」
は
「
自
分
」
の
諸
々
の
不
機
嫌
や
、
分
裂
、

髄
師
の
全
て
を
纏
め
あ
げ
て
固
め
た
様
な
、

い
わ
ば
「
不
吉
な
塊
」
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
「
棒
様
」
に
お
け
る
一
頼
の
レ
モ
ン
が

「
総
て
の
善
い
も
の
総
て
の

美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
来
た
重
さ
へ
そ
の
様
な
「
幸
福
」
の
結
晶
で

は
そ
の
反
面
で
あ
る
か
の
よ
う
な
負

あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
「
石
鹸
」

の
結
晶
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

「
泥
津
」
に
お
い
て
は
、

そ
の

「
石
鹸
」

の
描
写
に
続
い
て
、
定
稿
に
お
い
て

も
草
稿
に
お
い
て
も
、
「
自
分
」
を
呼
ぶ
母
の
声
と
顔
付
き
が
、
違
う
も
の
、

吉
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
く
様
を
描
い
て
い
る
。
「
石
鹸
」

は
そ
れ
ら
を
引
き

出
す
契
機
と
し
て
も
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
草
稿
に
あ
っ
た

「
石
鹸
」
に
つ
い
て
の
描
写
は
大
幅
に
削
除

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
何
か
。
「
泥
淳
」

の
作
品
構
造
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
自

分

「
気
持
の
転
換
」
が
行
わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
そ
の
中
心
と
な
る

の

の
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
格
稼
」
で
の
一
頼
の
レ
モ
ン
が
、

そ
の
存
在
で
「
自
分
」

の
負
の
感
情
を
四
散
さ
せ
る
力
を
持
ち
得
た
の
に
対
し
、

「
泥
淳
」

の

「
気
持
の
転
換
」
、
負
の
感
情
を
昇
華

で
の

「
石
鹸
」

は
、
「
自
分
」

す
る
だ
け
の
力
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
「
不
吉
な
塊
」
自

体
と
し
て
描
か
れ
る
「
石
鹸
」
が

わ
る
い
予
感
」
を
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

の
で
あ
る
。
「
棒
様
」

「
泥
淳
」

は
、
作
中
の

「
自
分

の
気
分
の
様
相
と
い

と

う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
同
系
統
の
作
品
構
造
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

そ
の
点
か
ら
見
る
と
、
「
自
分
」
が
、
自
分
に
対
し
て

「
套
吉
!
」
と
繰
り
返

す
行
為
、
ま
た
草
稿
に
見
ら
れ
る
、

「
杢
助
!
杢
助
!
」
[
自
分
は
自
]
[
低
く
抑
へ
た
声
で
自
分
は
自
分
]

「
室
助
!
率
一
助
!
」

と
「
自
分
」

の
名
を
呼
ぶ
行
為
も
、
「
瀬
山
の
話
」

で
自
分
の
名
を
呼
び
か
け

る
姿
と
重
な
る
。
作
者
梶
井
の
表
現
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
自
我
の
救
済
、

「
気
分
の
転
換
」
を
表
現
す
る
た
め
に
、
現
在
の
自
分
が
表
現
し
う
る
描
写
と
方

法
を
最
大
限
使
い
切
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
上
手
く
機
能
し
な
い
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
、
特
に
段
を
違
え
て
名
を
呼
ぶ
と
い
う
記
述
は
削
除

不

さ
れ
て
い
る
。

最
終
的
に
結
末
部
分
に
お
い
て
、
「
自
分
」
の

「
影
」
の
凝
視
と
、
そ
の
分
裂
、

ド
ッ
ベ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
「
自
分
は
し
み
じ
み
し
た
自
分

に
帰
っ
て
ゐ
た
。
」

と
結
ぼ
れ
る
。
特
に
月
に
照
ら
さ
れ
る
影
と
、
街
灯
に
照
ら

-44-

さ
れ
る
影
を
見
な
が
ら
、
月
。
か
照
ら
す
影
の
み
に
「
親
し
み
」
を
覚
え
て
い
る
「
自

そ
の
後
の
凝
視
の
後
の
分
裂
は
、
「
自
己
を
救
済
し
純
粋
化
し
て
く
れ

る
特
別
な
行
為
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
「
泥
浮
」
、
ひ
い

て
は
梶
井
の
作
品
群
を
、
私
小
説
性
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
、
独
自
の
表
現
を
具
え

分
」
と
、

た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
草
稿

で
も
、
こ
の
部
分
は
ほ
ぼ
訂
正
さ
れ
ず
に
一
気
町
成
に
書
か
れ
て
い
る
印
象
を
与

え
る
。し

か
し
、
大
正
十
四
年
五
月
六
日
の
日
記
に
ま
で
遡
っ
て
み
れ
ば
、

月
と
影
の

モ
チ
ー
フ
が
見
て
取
れ
る
。

月
段
々
大
き
く
な
る
、
昼
間
の
青
み
を
ま
だ
恩
せ
る
様
[
に
]
〈
な
〉
空
に
ひ
と
り
転

っ
て
ゐ
る
。

夜
、
机
を
窓
ぎ
わ
に
寄
せ
て
窓
を
開
き
藤
村
の
春
を
待
ち
つ
〉
を
読
む
、
窓
か
ら
眺
め



る
景
色
。
《
中
略
》
サ
ツ
と
電
燈
を
消
す
と
、
代
り
に
、
月
が
、
に
は
か
に
、
照
明
し

は
じ
め
た
様
に
月
光
射
し
こ
む
、

コ
ー
ヒ
差
し
、
コ
|
ヒ
茶
碗
、
な
ど
に
月
の
イ
メ
イ
ジ
が
う
つ
り
、
影
が
机
の
上
に
お

ち
る
。
金
属
孟
(
盆
)
の
ぐ
る
り
の
イ
ボ
イ
ボ
の
一
つ
一
つ
の
光
る
こ
と
、
銀
製
の
ロ

コ
コ
の
皿
の
様
、
一
切
が
月
光
的
に
美
化
さ
れ
、
電
燈
を
消
す
前
後
、
こ
ん
な
に
も
ち

が
ふ
世
界
が
出
来
る
も
の
か
と
思
ふ
。
《
中
略
》
・
妄
想
に
あ
ら
ず
、
自
分
の
浸
っ
て

ゐ
る
周
囲
、
本
を
読
み
、
本
か
ら
出
る
、
電
燈
を
点
け
電
燈
を
消
す
、
・
こ
の
変
化
実

に
面
白
し
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
二
切
が
月
光
的
に
美
化
さ
れ
」
、
「
こ
ん
な
に
も
ち
が
ふ
世

界
が
出
来
る
も
の
か
と
思
ふ
。
」

と
い
う
モ
チ
ー
フ
、
特
に
「
ち
が
ふ
世
界
」

中
に
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
る

へ
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
自
分
」
を
据
え
て
み
れ
ば
、
「
泥
浮
」

の
結
末
部

し
か
も
こ
の
日
記
は
、
「
不
愉

快
」
の
語
が
頻
出
す
る
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
の
中
に
あ
っ
て
、
「
実
に
面
白
し
」

と
の
記
述
を
残
し
て
い
る
。
「
泥
淳
」

「
気
持
の
転
換
」
を
も
た
ら
す
行
為

で
の

と
し
て
、
梶
井
の
念
頭
に
あ
が
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
気
持
の
転
換
」

は
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
吉

岡
真
緒
氏
は
桐
山
金
吾
氏
の
「
梶
井
基
次
郎
論
」
(
『
固
拳
院
雑
誌
』
昭
和
五
十
五

年
十
二
月
)
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
そ
の
後
に
続
く
物
語
最
終
行
「
自
分
は
自
分

梶井基次郎「泥湾」論

は
、
あ
ま
り
に
暗
さ
を
強
調
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

の
下
宿
の
方
へ
暗
い
路
を
入
っ
て
い
っ
た
」

「
自
分
」

の
存
在
理
由
こ
そ
が
書
く
こ
と
で

吉
岡
氏
は
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
で
の

あ
り
、
「
書
く
こ
と
そ
れ
自
体
が
読
者
に
呼
び
か
け
る
営
為
で
あ
る
以
上
、
こ
の

「
自
分
」
は
つ
ね
に
他
者
に
向
か
っ
て
聞
か
れ
、
読
ま
れ
る
こ
と
で
無
限
に
生
き

で
あ
る
の
だ
。
」
と
述
べ
、
「
こ
う
し
た
「
自
分
」

る
「
自
分
」

の
あ
り
様
が
「
泥

湾
」
と
い
う
題
名
か
ら
事
離
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
考
察
し
た
梶
井
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

「
気
持
の
転
換
」
が
行
わ
れ

た
と
自
己
規
定
し
た
中
で
の
語
句
、
特
に
「
し
み
じ
み
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
類

す
る
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
た
と
き
、

そ
こ
に
果
た
し
て

「
気
持
の
転
換
」

は
起

き
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

五
月
二
十
二
日
と
二
十
三
日
の
日
記
に
見
ら
れ
る
「
清

々
し
く
な
っ
た
」
と
「
晴
々
し
た
気
持
ち
」

の
裏
に
あ
る
梶
井
の
拘
泥
は
、
遂
に

そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

一
歩
譲
っ
て

「
転
換
」
が

な
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
「
転
換
」

で
あ
る
限
り
、
皮
相
を
流
れ
る
も
の
で

の

し
か
な
い
だ
ろ
う
。
「
自
分
」

の
「
不
愉
快
」
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

そ
の
意
味
で
「
泥
淳
」
は
そ
の
名
の
示
す
通
り
、
「
自
分
」
を
「
気
持
」

の
動
か
な
い
ぬ
か
る
み
に
留
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
川
せ

あ
る
。

お
わ
り
に
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本
論
で
は
「
泥
津
」
の
前
H
テ
ク
ス
ト
に
あ
た
る
、
書
簡
や
日
記
か
ら
「
自
分
」

の
「
気
持
」
を
中
心
に
、
「
泥
浮
」
本
文
を
読
み
返
す
、
と
い
う
試
み
を
行
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
題
材
と
し
て
取
ら
れ
た
街
中
で
の
出
来
事
は
、

そ
の
時
の
梶
井

の
実
体
験
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
主
人
公
の

「
自
分
」

の

「
気
持
」
に
つ
い
て
の

か
な
り
細
か
い
様
相
は
ま
た
別
の
時
期
に
生
じ
た
可
能
性
を
、
梶
井
の
実
体
験
と

さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

私
小
説
性
、
あ
る
い
は
資
質
論
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
梶
井
そ
の
人
か
ら
作
品

を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
議
論
の
後
退
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
泥

津
」
の
成
立
に
お
い
て
、
書
き
手
が
選
択
し
た
も
の
、
選
択
し
な
か
っ
た
も
の
の

峻
別
と
、
そ
こ
か
ら
の
読
解
と
い
う
試
み
に
は
、
新
た
な
解
釈
へ
の
可
能
性
が
あ
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る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
格
稼
」
と
の
比
較
の
上
で
見
た
場
合
、
特
に
「
自
分
」

の
精
神
の
移
ろ

ま
た

い
を
中
心
に
そ
の
構
造
を
考
え
た
場
合
、
「
棒
様
」

で
は
、

そ
の
き
っ
か
け
と
な

一
頼
の
レ
モ
ン
、
を
充
分
に
生
か
し
た
の
に
対
し
、
「
泥
淳
」

る
要
素
。

で
は
、

そ
の
要
素
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
「
石
鹸
」
を
充
分
に
機

能
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
「
気
分
の
転
換
」

を
な
ん
と
か
描
き
出
そ
う
と
、
書
き
手
が
次
々
に
そ
の
為
の
方
法
を
試
行
し
て
い

る
事
が
う
か
が
え
た
。

「
泥
棒
」

ひ
い
て
は
梶
井
の
初
期
に
お
け
る
「
自
分
」

の

「
気
分
」
、
「
気
持
」

「
不
愉
快
」
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
志
賀
直
哉
か
ら
の
影
響
を
多
く
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
「
泥
淳
」
や
「
梓
様
」
で
描
か
れ
た

「
自
分
」
と
い
う
語
り
手
兼

主
人
公
の

「
気
持
」
、
あ
る
い
は
自
意
識
を
中
心
と
し
て
物
語
を
進
め
る
と
い
う

構
造
は
志
賀
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
両
者
の
共
通
点
と
い
え
よ
う
。

だ
が
志
賀
作
品
に
お
け
る
、

い
わ
ゆ
る
《
調
和
》
、
自
意
識
の
安
定
と
い
う
も

の
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
好
転
に
向
か
い
、
そ
の
関
係
性
に
よ
っ
て
保
障

さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
梶
井
の
日
記
、
大
正
十

四
年
五
月
六
日
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
志
賀
の

「
廿
代
一
面
」
(
大
正
十
二
年
一

月
)
は
、
や
は
り

「
不
機
嫌
」
を
蔵
す
る
主
人
公
半
田
英
介
が
登
場
す
る
作
品
で

あ
る
が
、

登
場
人
物
は
彼
の
家
族
、
友
人
等
、
十
人
を
優
に
超
え
て
お
り
、
主
人

公
は
自
分
と
同
じ
よ
う
な
神
経
衰
弱
気
味
の
友
人
で
あ
る
仁
木
や
伊
作
と
の
交
流

の
中
で
、
自
身
の
不
機
嫌
な
気
分
を
消
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
梶
井
の

「
梓
様
」
や
「
泥
湾
」

で
は
、
そ
の
よ
う
な
調
和
、
自
意
識

の
安
定
を
、
や
は
り
志
向
し
つ
つ
も
、

そ
れ
を
保
障
す
る
他
者
が
出
現
し
な
い
。

よ
っ
て
他
者
と
の
関
係
性
の
中
か
ら
生
じ
る
志
賀
的
な
調
和
は
、
原
則
と
し
て
は

梶
井
の
中
に
生
じ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
な
お
志
賀
作
品
の
よ

う
な
《
調
和
》
を
求
め
、
「
不
愉
快
」
を
関
係
性
の
中
に
消
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

レ
モ
ン
を
物
神
化
す
る
か
、
あ
る
い

「
棒
様
」

の
よ
う
な
依
代
と
し
て
の
モ
ノ
、

は
「
泥
惇
」
に
あ
る
よ
う
に
、
仮
想
と
し
て
の
他
者
と
な
る
も
う
一
人
の
自
分
を

自
身
の
中
に
生
じ
さ
せ
る
し
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
「
梓
様
」
と

「
泥
淳
」

の
両

作
品
は
、
志
賀
的
な
「
気
分
」
を
軸
と
し
な
が
ら
も
、
他
者
と
の
関
係
性
が
捨
象

さ
れ
て
い
る
点
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
泥
浮
」

の
私
小
説
性
と
、
書
か
れ
な
か
っ
た
も
の
、

と
い
う
点
か
ら

考
え
れ
ば
、

そ
の
時
期
の

「
不
愉
快
」

の
最
大
の
源
で
あ
っ
た
「
青
空
」
同
人
と

の
札
幌
、

日
記
に
記
さ
れ
た
よ
う
な
出
来
事
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ほ
と
ん
ど
描

か
ず
、
「
自
分
」

「
気
持
」

へ
の
視
線
、
自
己
対
自
己
の
関
係
性
の
劇
の
中
に

の

そ
れ
を
消
化
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
「
泥
棒
」

po 
A
q
 

の
非
私
小
説
性
を
指
摘
で

き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
作
品
を
い
わ
ゆ
る
ゴ
シ
ッ
プ
に
堕
さ
な
か
っ
た
梶
井
の
衿

持
(
あ
る
い
は
差
恥
)
と
い
っ
た
も
の
を
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

結
果
的
に
本
論
は
、
「
泥
棒
」
が
梶
井
作
品
に
お
い
て

「
創
出
す
る
エ
レ
メ
ン

ト
と
し
て
の
位
相
を
確
実
に
占
め
て
い
る
」
(
前
掲
桐
山
氏
)
こ
と
を
補
強
す
る

形
と
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
た
る
「
泥
津
」

は
、
作
者
梶
井
の
資
質
か
ら
自
然
と
湧
出
し
た
も
の
で
は
な
く
、
《
書
く
こ
と
の

劇
》
の
苦
闘
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

※
テ
キ
ス
ト
は
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
第
一
巻

t
第
四
巻
二
九
九
九
年
1
二
0
0
0年

筑
摩
書
房
)
を
使
用
し
た
。
引
用
中
の
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
傍
線
は
論
者

に
よ
る
。



梶井基次郎「泥浮j論

注

(
1
)
飛
高
隆
夫
「
梶
井
基
次
郎
の
た
め
の
ノ

1
ト
」
(
一
九
六
九
年
三
月
『
大
妻
女
子

大
学
文
学
部
紀
要
』
)
。
ま
た
、
岡
本
恵
徳
「
特
集
・
梶
井
基
次
郎
を
読
む
『
泥

浮
』
」
ご
九
九
九
年
六
月
『
解
釈
と
鑑
賞
』
)
が
前
掲
飛
高
氏
の
論
を
踏
ま
え
、
「
泥

湾
」
に
つ
い
て
二
種
の
転
換
期
に
属
す
る
作
品
と
読
め
て
く
る
の
は
避
け
が
た

い
」
と
し
て
い
る
。

(
2
)
渥
見
秀
夫
「
「
泥
湾
」
「
路
上
」
「
橡
の
花
」
|
梶
井
基
次
郎
作
品
世
界
の
底
流
」

(
一
九
九
八
年
二
月
『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
(
人
文
・
社
会
)
』
)

(
3
)
岡
本
恵
徳
「
特
集
・
梶
井
基
次
郎
を
読
む
『
泥
湾
』
」
(
一
九
九
九
年
六
月
『
解

釈
と
鑑
賞
』
)

(
4
)
山
崎
正
純
「
小
説
の
小
説
」
(
一
九
九
七
年
五
月
『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典
現

代
編
』
)

(
5
)
桐
山
金
吾
「
梶
井
基
次
郎
論

i
『
泥
棒
』
の
成
立
と
そ
の
位
相
」
(
一
九
八

O

年
十
二
月
『
国
学
院
雑
誌
』
)

(
6
)
同

(
5
)

(
7
)
漬
川
勝
彦
「
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
『
影
』
と
『
二
重
身
』
」
(
一
九
九
二
年
四

月
『
皇
学
館
論
叢
』
)

(
8
)
西
尾
玲
「
梶
井
基
次
郎
『
泥
浮
』
私
小
説
と
『
視
る
』
こ
と
」
(
一
九
九
八
年

三
月
『
語
文
論
叢
』
)

(
9
)
熊
木
哲
「
梶
井
基
次
郎
『
泥
湾
』
覚
書
」
(
一
九
八
七
年
七
月
『
九
州
大
谷
国
文
』
)

(m)
同

(
2
)

(
日
)
松
津
和
宏
『
生
成
論
の
探
求
』
(
二

O
O三
年
六
月
初
版
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
)

{
ロ
)
同

(
9
)

(
臼
)
引
用
は
、
同

(
8
)
西
尾
氏
の
も
の
で
あ
る
が
、
解
釈
と
し
て
は
、
最
後
「
自

分
」
の
「
気
持
の
転
換
」
が
行
わ
れ
た
と
い
う
読
み
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

(
M
)
吉
岡
真
緒
「
梶
井
基
次
郎
『
泥
湾
』
論
|
『
あ
る
』
こ
と
の
へ
だ
た
り
」
(
一
一

O

O
三
年
三
月
『
日
本
文
学
論
究
』
)

(
白
)
遠
藤
祐
氏
は
「
『
梓
様
』
よ
り
『
冬
の
日
』
ま
で
a

梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
内
心

の
展
開
の
一
面
目
」
(
一
九
五
六
年
三
月
『
成
城
文
芸
』
、
引
用
は
『
日
本
文
学
研

究
叢
書
梶
井
基
次
郎
・
中
島
教
』
(
一
九
七
八
年
、
有
精
堂
)
に
よ
っ
た
。
)
に

お
い
て
「
泥
湾
」
の
結
末
部
、
い
わ
ゆ
る
ド
ッ
ベ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
の
描
写
に
言
及
し
、

「
「
動
き
出
す
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
た
沼
の
や
う
に
淀
ん
だ
と
こ
ろ
を
ど
う
し
て
も

出
切
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
出
来
な
い
」
で
い
る
自
分
を
見
捨
て
て
、
願
望
だ
け
が

ひ
と
り
影
の
う
ち
に
宿
っ
て
何
処
か
へ
歩
み
去
る
』
こ
の
自
我
の
分
裂
状
態
は
彼

に
と
っ
て
興
味
あ
る
テ

1
マ
と
な
っ
た
に
相
違
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
分

裂
の
中
に
「
気
持
の
転
換
」
、
カ
タ
ル
シ
ス
が
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
。

に
の
み
や

と
も
ゆ
き
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
)

円

i
A
吐




