
二
つ
の

「
向
、
っ
側
』

!
日
野
啓
三
作
品
の
展
開
!

は
じ
め
に

全
く
同
じ
標
題
を
持
つ
二
つ
の
小
説
が
存
在
す
る
。
そ
れ
自
体
は
、
驚
く
に

は
あ
た
る
ま
い
。

そ
の
よ
う
な
事
例
は
い
く
つ
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

r-A
守、局、

中
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，刀

そ
こ
に
同
一
の
署
名
が
添
え
ら
れ
て
い
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し

た
と
こ
ろ
で
、

で
あ
れ
ば
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
連
載
」

あ
る
い
は
、

そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
を
、

そ
れ
と
し
て
読
め
ば
よ
い
。

そ
の
う
ち

し
か
し
、

の
一
つ
の
小
説
が
、
も
う
一
方
の
小
説
を
読
む
こ
と
を
促
し
て
い
る
と
し
た
ら

ど
う
か
。
あ
る
い
は
、

小
説
を
書
い
た
と
語
る
者
が
登
場
す
る
小
説
が
あ
り
、

そ
の
者
が
書
い
た
と
名
指
す
小
説
が
同
じ
標
題
の
も
う
一
方
の
小
説
だ
と
読
む

誘
惑
が
、
抗
い
が
た
い
も
の
だ
と
し
た
ら
。

日
野
啓
三
の
、
二
つ
の
『
向
う
側
』
と
い
う
小
説
は
、

そ
の
よ
う
な
誘
惑
を

備
え
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
一
七
年
を
隔
て
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う

二つの『向う側』

こ
と
を
問
題
に
し
な
い
と
し
て
も
、
「
連
作
」
と
し
て
並
列
化
す
る
こ
と
は
鷹
暗

さ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
あ
え
て
そ
れ
ら
が
備
え
た
誘
惑
に
身
を
委

ね
、
二
つ
の
『
向
う
側
』
を
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
目
論
見
で

あ
る
。

山

根

ネ喜I

繁

初
め
の
『
向
う
側
』
(
以
下
『
向
う
側
』
①
)

一
九
六
六
年
三
月
、
雑
誌

は

「
審
美
」
第
二
号
に
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
署
名
は
「
野
火
啓
」
。
た
だ
し
、

の
ち
に
は
「
日
野
啓
三
」
の
署
名
を
伴
っ
て
単
行
本
化
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
日

野
啓
三
の
小
説
第
一
作
で
あ
る
。
も
う
一
方
の
『
向
う
側
』
(
以
下
『
向
う
側
』

②
)
は
、
一
九
八
三
年
八
月
、
「
中
央
公
論
」
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
。
署
名
は
「
日

野
啓
一
ニ
」

円
《
U

同

h
d

で
あ
る
。

私
は
以
前
、
『
向
う
側
』
①
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

『
向
う
側
』
①

で
は
、
内
戦
状
態
の
国
で
《
向
う
側
へ
行
く
》
と
言
い
残
し
て
消
息
を
絶
っ
た

特
派
員
に
つ
い
て
、
《
私
》
が
調
査
を
行
う
。
『
向
う
側
』
①
は
、
そ
の
調
査
自

体
と
調
査
報
告
と
み
ら
れ
る
会
話
と
を
交
互
に
織
り
交
ぜ
、
《
向
う
側
》
と
は
何

な
の
か
を
追
い
詰
め
て
い
く
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
私
は
、
《
向
う
側
》
と
い
う

言
葉
で
表
象
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
な
い
世
界
と
結

論
づ
け
た
。
つ
ま
り
、
言
葉
で
は
、
《
向
う
》
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
世
界
が
、

《
向
う
側
》
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
私
は
、
『
向
う
側
』
①
に
お

い
て
《
向
う
側
》
の
世
界
自
体
が
開
示
さ
れ
た
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
《
向
う
側
》

そ
の
性
格
上
、
言
葉
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
が
た
い
は
ず
で
あ
り
、
『
向
う

側
』
①
で
そ
の
困
難
が
乗
り
越
え
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
、私

は
、

日
野
の
『
向
う
側
』
①
に
よ
る
作
家
と
し
て
の
出
発
が
、
《
向
う
側
》



二つの『向う側』

と
い
う
表
象
困
難
な
世
界
を
、

小
説
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て

始
ま
っ
た
と
考
え
る
。

一
七
年
余
り
を
経
て
、

日
野
は
、
再
び
『
向

そ
し
て
、

う
側
』
(
②
)
と
題
し
て
小
説
を
書
い
た
。

そ
の
小
説
は
、
ど
の
よ
う
に
小
説
第

一
作
『
向
う
側
』
(
①
)
と
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
読
み
う
る
の
か
。
本
稿
で
は
、

主
と
し
て
『
向
う
側
』
②
の
分
析
を
通
し
て
、
二
つ
の
『
向
う
側
』
が
示
す
意

味
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、

日
野
啓
三
作
品
の
展
開
に
つ

い
て
、

一
つ
の
視
座
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

一
.
重
な
る
二
人
の
《
私
》

『
向
う
側
』
①
は
、
国
名
も
年
代
も
特
定
さ
れ
な
い
内
戦
状
態
の
国
を
舞
台

と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
《
私
》
は
、
消
え
た
特
派
員
に
つ
い
て
調
査
す
る
た
め

に
そ
こ
を
訪
れ
て
お
り
、
《
私
》
自
身
が
特
派
員
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
な

ぜ
な
ら
、
《
私
》
は
、
上
司
と
思
わ
れ
る
人
物
に
調
査
報
告
を
し
て
お
り
、
調
査

後
す
ぐ
に
帰
国
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

上
司
と
思
わ
れ
る

人
物
は
、
報
告
を
受
け
た
後
、
《
お
か
げ
で
こ
の
事
件
も
形
が
つ
く
。
本
当
に
ご

苦
労
だ
っ
た
。
》
と
言
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
《
私
》
の
任
務
が
調
査
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
方
、
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
は
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
の
初
代
常
駐
特
派
員

で
あ
っ
た
と
い
う
経
歴
を
持
ち
、
帰
国
後
小
説
を
書
き
始
め
た
作
家
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
向
う
側
』
②
の
語
り
手
で
あ
る
《
私
》
が
、

小
説
の
ほ
ぼ
冒
頭
で
明

か
す
こ
と
で
あ
り
、

と
り
あ
え
ず
そ
こ
ま
で
は
、
『
向
う
側
』
①
と
司
向
う
側
』

②
の
《
私
》
は
、
異
な
る
人
物
だ
と
い
え
る
。
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
、
《
私
》

は
、
《
「
向
う
側
」
と
い
う
題
で
》
小
説
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
と
語
っ
て
お
り
、

『
向
う
側
』
①
を
そ
の
小
説
だ
と
読
む
な
ら
ば
、
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
は
、

『
向
う
側
』
①
を
書
い
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
ず
は
、
二
人
の
《
私
》
が
異
な
っ
て
い
る
点
か
ら
確
認
し
よ
う
。

そ
の
土
地
に
常
駐
し
て
い
た
と
思
わ

『
向
う
側
』
①
に
お
い
て
、
《
私
》
は
、

れ
る
特
派
員
《
彼
》
の
行
方
を
追
う
。

と
く
に
、
彼
が
あ
の
場
末
の
正
体
不
明
の
バ
ラ
ッ
ク
に
泊
り
こ
み
始
め
る

ま
で
、
事
務
所
兼
居
室
に
し
て
い
た
こ
の
二
階
の
部
屋
で
、
い
ま
も
そ
の

ま
ま
に
な
っ
て
い
る
新
屋
の
隅
の
新
聞
の
山
、
壁
の
大
版
地
図
、
幾
冊

も
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
、
整
理
ダ
ン
ス
の
上
の
焼
き
の
り
の
カ
ン
、

イ
ス
の
背
に
き
れ
い
に
た
た
ん
で
か
け
て
あ
る
替
え
ズ
ボ
ン
、
机
の
上
に

白
い
紙
を
は
さ
ん
だ
ま
ま
の
携
帯
用
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
な
ど
に
固
ま
れ
て

い
る
と
、
意
外
に
身
近
か
に
、

4
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ま
る
で
夢
を
み
な
が
ら
夢
の
中
の
自
分
を

外
か
ら
私
が
眺
め
て
い
る
よ
う
な
(
つ
ま
り
形
の
上
で
は
離
れ
て
い
る
が
、

底
深
く
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
よ
う
な
)
奇
妙
に
濃
密
さ
を
も
っ
て
彼
が

感
じ
ら
れ
て
く
る
。

(
『
向
う
側
』
①
、
傍
点
引
用
者
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
以
下
同
じ
。
)

特
派
員
《
彼
》
は
、
明
ら
か
に
常
駐
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
《
私
》

は
、
《
彼
》
を
追
っ
て
や
っ
て
来
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『
向
う
側
』

②
の
《
私
》
は
、
「
サ
イ
ゴ
ン
を
し
の
ぶ
会
」
と
い
う
集
ま
り
に
参
加
し
て
い
る

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
に
初
代
の
常
駐
特
派
員
だ
っ
た
《
私
》

が
、
そ
こ
に
は
、

の
仲
間
は
い
な
い
。

と
こ
ろ
、
が
、
実
際
に
会
場
に
着
い
て
み
る
と
、
当
時
の
特
派
員
仲
間
の

顔
は
ひ
と
り
も
見
え
な
か
っ
た
。
私
の
あ
と
か
ら
各
社
と
も
駐
在
員
は
二

人
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
初
代
の
常
駐
特
派
員
だ
っ
た
私
の
と
き
は
各
社



と
も
ひ
と
り
ず
つ
だ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
仲
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(
『
向
う
側
』
②
)

こ
の
二
つ
の
引
用
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
向
う
側
』
①
の
内
戦
状
態
の
国
が
ベ
ト

ナ
ム
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
《
私
》
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
が

「
向
う
側
」
と
い
う
題
で
小
説

を
喜
い
た
経
験
を
持
っ
と
し
て
も
、

そ
の
小
説
は
、
あ
く
ま
で
も
フ
イ
ク
シ
ヨ

ン
で
あ
り
、
《
私
》
自
身
と
は
別
の
《
私
》
を
語
り
手
と
し
て
設
定
し
た
は
ず
で

あ
る
。整

理
し
て
み
よ
う
。
『
向
う
側
』
①
で
は
、
特
派
員
が
《
彼
》
と
呼
ば
れ
て
お

り
、
そ
の
行
方
を
調
査
す
る
の
が
《
私
》
で
あ
る
。

一
方
、
『
向
う
側
』
②
で
は
、

初
代
常
駐
特
派
員
の
《
私
》
が
、
帰
国
後
「
向
う
側
」

と
い
う
小
説
を
書
い
た

と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
は
、
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》

に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た

フ
イ
ク
シ
ヨ
ナ
ル
な
人
物
だ
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
、
あ
る
矛
盾
を
生
じ

さ
せ
る
。
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
小
説
を
書
い
た

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

そ
の
小
説
の
中
の
《
私
》
と
し
て
生
き
始
め
る
、
と
い

は
ず
の
《
私
》
が
、

う
事
態
、
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
、
「
サ
イ
ゴ
ン
を
忍
ぶ
会
」
に
出
席
す
る
に
あ
た
り

サ
イ
ゴ
ン
で
の
濃
密
な
体
験
を
懐
か
し
く
感
じ
て
い
た
《
私
》
は
、
会
場
で
当

時
の
仲
間
に
会
え
な
か
っ
た
こ
と
で
、
期
待
は
ず
れ
の
気
分
を
味
わ
う
。

そ
し

二つの『向う側』

て
、
《
私
》
は
、
既
に
ホ
・
チ
ミ
ン
市
と
な
っ
た
サ
イ
ゴ
ン
が
過
去
の
サ
イ
ゴ
ン

で
は
な
い
こ
と
、
過
去
の
体
験
が
記
憶
と
し
て
し
か
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考

え
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
気
分
に
陥
っ
て
い
く
。

そ
れ
は
わ
か
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
す
で
に
遠
す
ぎ
る
時
で
あ
り
、
も
は
や

存
在
し
な
い
と
こ
ろ
だ

c

だ
が
そ
の
在
り
も
し
な
い
も
の
へ
と
、

，心
が
じ

わ
じ
わ
と
ひ
ろ
が
り
流
れ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。

心
の
仕
切
り
の
よ
う
な
も

の
が
溶
け
か
り
て
い
る
、

そ
の
気
分
は
か
つ
て
経
験
し
た
こ

ど
威
川
じ
て
、

と
が
あ
る
、

と
気
づ
き
か
け
た
。
何
か
に
呼
ば
れ
て
い
る
感
じ
。
ど
こ
か

ら
か
、

必
ず
し
も
不
快
で
は
な
い
。

そ
し
て
不

ど
こ
へ
と
も
な
く
・
・
・
・
。

快
で
な
い
こ
と
が
、

か
え
っ
て
不
安
だ
っ
た
。

(
『
向
う
側
』
②
)

《
私
》
は
、
《
心
の
仕
切
り
の
よ
う
な
も
の
が
溶
け
か
け
て
い
る
》
と
い
う
《
気

ハ
刀
》
を
、
《
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
》
と
《
気
づ
き
か
け
》
る
。
《
か
つ

て
》
が
い
つ
の
こ
と
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
れ
が
普
段
は
意
識

'-r-J、

ナ
J
ナ
J
I
L

に
浮
か
ば
な
い
よ
う
な
《
か
つ
て
》
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
必
る
。

そ
し
て
、

こ
こ
で
の
《
気
分
》
は
、
会
場
で
期
待
は
ず
れ
の
気
分
を
味
わ
い
、
過
去
の
サ

イ
ゴ
ン
が
現
在
は
も
う
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
現
在
は
な

Fhυ 

戸

h
u

い
内
戦
状
態
の
街
と
《
心
の
仕
切
り
の
よ
う
な
も
の
が
溶
け
か
け
》
る
《
気
分
》

と
を
繋
ぐ
も
の
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、

そ
こ
に
こ
そ
、
『
向
う
側
』
①

が
『
向
う
側
』
②
に
呼
び
込
ま
れ
る
契
機
が
あ
る
。
内
戦
状
態
の
街
で
《
彼
》

を
追
い
、
《
深
い
心
の
ゆ
ら
め
き
》
を
感
じ
、
《
遠
い
彼
方
か
ら
彼
が
呼
び
か
け

て
い
る
》
と
感
じ
た
の
は
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
《
私
》
は
、
自
ら
が
書
い
た
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
の
《
気
分
》
を
、
《
か

っ
て
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
》
も
の
と
し
て
《
気
づ
き
か
け
》
よ
う
と
し
て
い

る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
後
、
会
場
を
出
て
街
を
歩
く
《
私
》
は
、
す
ぐ
脇
を
歩
く
男
の
気
配
を

感
じ
る
。
ど
こ
ま
で
も
つ
い
て
く
る
そ
の
男
を
ち
ら
り
と
見
る
と
、
そ
の
男
は
、

次
の
よ
う
な
風
貌
で
あ
っ
た
。



二つの『向う側』

年
齢
の
こ
ろ
三
十
代
半
ば
、
私
よ
り
や
や
長
身
で
、

お
そ
ろ
し
く
痩
せ
て

目
、
が
く
ぼ
み
顎
が
と
が
っ
て
い
る
。
だ
が
衰
弱
し
た
感
じ
で
は
な

く
、
体
じ
ゅ
う
の
内
側
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
張
り
つ
め
て
い
た
。
顔
も
首

、

与

」

o

'uv
，4
1
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す
じ
も
ひ
ど
く
自
に
焼
け
て
い
る
が
、
そ
れ
で
い
て
蒼
白
な
感
じ
で
あ
る
。

こ
の
何
日
ず
っ
と
雨
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
汗
じ
み
て
白
っ
ぽ
く
士
挨
を

か
ぶ
っ
た
サ
フ
ァ
リ
・
コ

l
ト
を
着
て
い
た
。

(
略
)

い
ま
の
東
京
と
何
か
場
違
い
な
感
じ
、
私
の
咽
瑳
の
記
憶
の
連
想

に
よ
れ
ば
、

か
つ
て
ベ
ト
ナ
ム
で
私
た
ち
が
そ
う
だ
つ
た
よ
う
な
雰
囲
気

を
、
そ
の
ま
ま
に
帯
び
て
い
る
の
だ
っ
た
。

(
『
向
う
側
』
②
)

《
男
》
は
、
《
か
つ
て
ベ
ト
ナ
ム
で
私
た
ち
が
そ
う
だ
つ
た
よ
う
な
雰
囲
気
》

を
帯
び
て
い
る
。

そ
し
て
、
《
十
八
年
》
前
、
《
私
》
が
《
三
十
五
歳
》
で
ベ
ト

ナ
ム
に
い
た
時
と
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
に
見
え
る
。

し
か
し
、

見
覚
え
は
な
い
。

が
、
《
男
》
は
、
ま
る
で
当
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

ベ
ト
ナ
ム
に
い
た
日
本
人

の
柔
道
教
師
の
消
息
に
つ
い
て
尋
ね
て
く
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
《
知
ら
な
い
よ
》

と
答
え
な
が
ら
、
《
私
》
の
中
に
は
次
の
よ
う
な
情
景
が
浮
か
ぶ
。

「
知
ら
な
い
よ
。

ア
オ
ザ
イ
の
よ
く
似
合
う
き
れ
い
な
娘
を

よ
く
ス
ク

ー
タ

l
の
う
し
ろ
に
乗
せ
て
走
っ
て
た
け
ど
」

そ
う
答
え
な
が
ら
、

私
は
サ
イ
ゴ
ン
川
の
岸
の
近
く
に
あ
っ
た
日
本
大

使
館
の
、
が
ら
ん
と
し
た
一
階
の
ホ

i
ル
を
思
い
出
し
か
け
た
。
館
員
た

ち
の
執
務
室
は
二
階
と
三
階
に
あ
っ
て

一
階
の
端
の
方
に
階
段
が
あ
っ

た
。
私
が
一
階
に
入
る
と
、
ち
ょ
う
ど
坊
主
刈
り
の
柔
道
の
教
師
が
、

の
階
段
を

ふ
と
っ
て
大
き
な
体
に
似
合
わ
ぬ
身
軽
さ
で

と
ん
と
ん
と

駈
け
降
り
て
く
る
の
に
出
会
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
気
が
す
る
。

(
『
向
う
側
』
②
)

本
当
に
《
私
》
が
大
使
館
で
柔
道
教
師
に
出
会
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
明
ら

そ
の
よ
う
な
場
面
を
、
既
に
書
い
て
は
い

か
で
は
な
い
。

し
か
し
、
《
私
》
は
、

る
は
ず
だ
。そ

ん
な
ご
と
を
考
え
な
が
ら
、
二
階
へ
の
階
段
を
上
が
り
か
け
た
ら
、

上
か
ら
大
き
な
足
音
を
た
て
て
急
い
で
お
り
て
き
た
男
と
ぶ
つ
か
り
そ
う

こ
ょ
っ
こ
o

pupy
ィ
ナ
j

こ
れ
は
失
礼
、
な
ん
だ
あ
ん
た
だ
っ
た
の
か

と
そ
の
背
丈
も
重
量
も

私
の
二
倍
近
い
よ
う
な
大
男
は

一
階
の
広
間
一
杯
に
ひ
び
き
か
え
る
よ

う
な
太
い
大
き
な
声
で
一
言
っ
た
。
も
う
何
年
も
こ
の
市
で
柔
道
の
教
師
を

し
て
い
る
と
い
う
男
で
、
強
馬
力
の
オ
ー
ト
バ
イ
の
う
し
ろ
に
小
柄
な
土

地
の
女
を
の
せ
て
、
夕
方
の
街
を
、
堂
々
と
走
り
と
ば
し
て
い
る
姿
を
、
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だ

私
は
幾
度
か
み
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。

(
『
向
う
側
』
①
)

見
覚
え
の
な
い
《
男
》
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
の
思
い
出
に
つ
い
て
語
り
か
け
ら
れ

そ
れ
が
確
か
に
見
た
記
憶
な
の
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
ま

た
時
、
《
私
》
は
、

ま
、
大
使
館
で
の
柔
道
教
師
と
の
遭
遇
を
思
い
描
く
。
そ
の
こ
と
は
、
《
私
》
が

見
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
既
に
《
私
》
が
書
い
て
い
た
と
い
う

意
味
で
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
《
私
》
が
実
際
に
見
た
こ
と
を
も
と
に
書
い
た

の
か

そ
う
で
な
か
っ
た
の
か
を
問
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

こ
の
後
、
《
男
》
の

語
る
こ
と
は
、
《
私
》
が
喜
い
た
こ
と
、

つ
ま
り
は
『
向
う
側
』
①
に
重
な
っ
て

そ

い
る
の
で
あ
り
、
《
男
》
は
、
明
ら
か
に
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
と
『
向
う

側
』
②
の
《
私
》
と
を
同
一
視
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
《
私
》
が

ベ
ト
ナ
ム
で
住
ん
で
い
た
下
宿
を
め
ぐ
る
会
話
で
は
、
初
代
の
常
駐
特
派
員
で



あ
る
と
い
う
自
己
認
識
に
立
つ
《
私
》
に
対
し
、
《
男
》
は
、
《
私
》
が
自
分
を

追
っ
て
や
っ
て
来
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

「
ど
う
し
て
き
み
は
、
私
の
下
宿
の
女
中
を
知
っ
て
る
ん
だ
。
ぼ
く
の
下

宿
に
、
き
み
が
来
た
覚
え
は
な
い
ん
だ
が
」

「
私
の
あ
と
に
あ
な
た
は
あ
そ
こ
に
住
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
」

「
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
な
。
ぼ
く
が
、
あ
の
何
て
い
う
名
前
だ
っ
た
か
な
。

日
本
人
会
の
役
員
を
し
て
い
た
何
で
も
屋
に
頼
ん
で
、

下
宿
を
見
つ
け
た

ん
だ
」

「
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
あ
な
た
は
サ
イ
ゴ
ン
に
着
い
た
翌
日
、

真
先
に
私
の
下
宿
を
訪
れ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
タ
イ
プ
に
は

さ
ん
だ
ま
ま
の
私
の
記
事
電
報
を
読
ん
だ
で
し
ょ
う
。
私
が
苦
心
し
て
印

を
書
き
こ
ん
だ
援
の
戦
況
地
図
も
感
心
し
て
眺
め
た
は
ず
で
す
」

そ
う
断
定
的
に
言
わ
れ
る
と
、

そ
ん
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
。

(
『
向
う
側
』
②
)

こ
こ
で
《
男
》
が
《
断
定
的
に
》
言
っ
て
い
る
内
容
は
、
最
初
の
引
用
に
挙

げ
た
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
の
行
動
と
一
致
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
《
男
》

の
一
一
一
一
-
ロ
葉
を
《
そ
ん
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
》
と
受
け
止
め
る
《
私
》
は
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
の
初
代
常
駐
特
派
員
で
、
現
在
は
東
京
に
い
る
作
家
と
い

う
位
置
か
ら
微
妙
に
ズ
レ
は
じ
め
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》

へ
と
重
な
っ
て
い

く
。
ま
た
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
と
い
う
よ
り
は
そ
れ
を
促
し
な
が
ら
、
《
男
》

二つの『向う側』

は
、
自
分
が
『
向
う
側
』
①
に
お
け
る
消
え
た
特
派
員
《
彼
》
で
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
『
向
う
側
』
②
に
お
け
る
《
男
》

(
H
『
向
う
側
』
①
に
お
け
る
《
彼
》
)

は
、
明
ら
か
に
『
向
う
側
』
①
と
い
う

小
説
を
読
ん
だ
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

さ
ら
に
、
《
男
》
が
、
『
向
う
側
』
①
に
登
場
し
た
現
地
(
ベ
ト
ナ
ム
)
人
の

《
男
》
に
言
及
し
た
時
、
事
態
は
決
定
的
な
も
の
と
な
る
。
《
男
》
は
、
ベ
ト
ナ

ム
人
の
《
男
》
が
自
分
の
行
方
に
つ
い
て
何
と
言
っ
て
い
た
か
尋
ね
る
。

そ
れ

に
対
し
て
《
私
》
は
、
「
あ
の
日
本
人
は
向
う
側
に
行
っ
た
」
と
言
っ
て
い
た
と

語
る
。
そ
し
て
、
《
男
》
は
、
《
向
う
側
》
の
意
味
に
つ
い
て
《
私
》
に
尋
ね
る

の
で
あ
る
。

「
で
も
あ
と
に
な
っ
て
、

そ
の
男
か
ら
聞
い
た
で
し
ょ
う
。
私
が
よ
く
肱

い
て
い
た
言
葉
を
。
こ
れ
ほ
ど
全
身
の
毛
穴
か
ら
し
み
こ
む
よ
う
に
む
な

し
い
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
に
む
な
し
さ
そ
の
も
の
の
世
界
が
あ
る
か

ら
に
ち
が
い
な
い
、
と
」

「
そ
う
、
三
か
月
い
や
六
か
月
近
く
た
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
中
央
広
場
の

ベ
ン
チ
に
深
夜
通
行
禁
止
時
間
の
ぎ
り
ぎ
り
前
ま
で
坐
っ
て
、
う
し
ろ
の

円
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芝
生
で
戦
争
孤
児
の
浮
浪
児
た
ち
が
ご
ろ
寝
し
、
広
場
の
隅
に
は
少
年
工

作
員
を
公
開
処
刑
す
る
杭
を
立
て
る
た
め
に
敷
石
を
剥
ぎ
と
っ
た
あ
と
が

黒
い
穴
の
よ
う
に
残
っ
て
い
て
、

そ
の
そ
ば
の
キ
ャ
バ
レ
ー
に
は
戦
争
未

亡
人
と
難
民
の
娘
た
ち
が
溢
れ
て
い
る
の
を
眺
め
続
け
て
い
た
と
き
、
私

自
身
、
背
後
か
ら
何
者
か
に
暖
か
れ
た
よ
う
に
、

そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
に

実
感
し
た
ん
だ
よ
」

(
『
向
う
側
』
②
)

こ
こ
で
《
私
》
が
語
っ
て
い
る
《
む
な
し
さ
》
は
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》

が
感
じ
た
《
む
な
し
さ
》
で
あ
る
。
「
あ
の
日
本
人
は
向
う
側
に
行
っ
た
」
と
い

う
言
葉
を
聞
い
た
の
は
、
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
し
か
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
《
三
か
月
い
や
六
か
月
近
く
た
っ
て
》
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
常
駐
特
派
員

だ
っ
た
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
が
、

ベ
ト
ナ
ム
で
実
感
し
た
こ
と
を
も
と
に



二つの『向う側』

じ
て
《
む
な
し
さ
》
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て

『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
が
消
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

こ
で
の
事
態
は
、
『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
が
、
単
に
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》

に
移
行
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
向
う
側
』
②

を
生
き
る
《
私
》
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
は
ず
の
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》

を
再
生
す
る
か
の
よ
う
に
生
き
始
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
童
閏

き
手
と
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
登
場
人
物
と
の
間
に
あ
っ
た
甑
酷
は
、
二
つ
の

《
私
》
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
矛
盾
と
な
り
、

そ
の
ま
ま
生
き
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
、
初
代
常
駐
特
派
員
で
あ
り
、
そ
の

時
の
体
験
を
元
に
『
向
う
側
』
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
い
た
と
い
う
《
私
》

を
、
仮
に
現
実
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
の
《
私
》
は
、
現
実
レ
ベ

ル
を
生
き
つ
つ
、
自
ら
が
書
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
人
称
の
語
り
手
《
私
》

と
し
て
、
『
向
う
側
』
①
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
現
実
レ
ベ
ル
に
取
り
込
み
つ

っ
、
同
時
に
生
き
始
め
る
の
だ
と
い
え
る
で
。

そ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
『
向
う
側
』
と
い
う

小
説
を
書
い
た
経
緯
に
つ
い
て
、
《
私
》
は
、
次
の
よ
う
に
語
り
直
す
。

確
か
に
彼
が
解
放
区
に
潜
入
し
た
ら
し
い
と
私
は
報
告
書
を
書
い
た
が
、

そ
れ
は
有
能
な
管
理
者
だ
っ
た
部
長
へ
の
報
告
書
だ
っ
た
か
ら
で

(
あ
あ

い
う
タ
イ
プ
の
人
聞
は
、

む
な
し
さ
な
ど
と
い
う
感
覚
を
意
識
す
る
は
ず

は
な
い
て
そ
の
報
告
に
従
っ
て
部
長
は
処
置
を
と
っ
た
。
(
略
)

た
だ
そ
れ
が
H

こ
ち
ら
側

u
で
の
形
式
に
し
か
過
ぎ
な
い
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
た
の
で
、
帰
国
し
て
か
ら
私
は
小
説
と
い
う
形
で
、
自
分
な
り

の
、
自
分
の
た
め
の
報
告
書
を
書
い
た
の
だ
っ
た
|

|

l

「
向
う
側
」
と
い

う
題
で
。

《
彼
》
に
つ
い
て
の

(
『
向
う
側
』
②
)

「
報
告
書
」
を
書
い
た
《
私
》
は
、
『
向
う
側
』
①
の
語

り
手
レ
ベ
ル
の
《
私
》
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
《
私
》
は
明
ら
か
に
『
向
う
側
』

し
か
も
、
『
向
う
側
』
②
の
世
界
を
生
き

て
い
る
《
私
》
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
は
、

①
の
《
私
》
と
同
じ
《
私
》
で
あ
り
、

《
私
》
の
現
実
お
よ
び
生
が
『
向
う
側
』
①
の
語
り
手
《
私
》
と
重
ね
合
わ
さ

れ
る
よ
う
に
し
て
更
新
さ
れ
、
同
時
に
、
仮
に
「
現
実
レ
ベ
ル
」
と
呼
ん
で
お

い
た
世
界
そ
の
も
の
が
変
容
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
具
体
的

に
、
次
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
。

そ
れ
よ
り
ふ
し
ぎ
な
の
は
、
去
年
あ
た
り
か
ら
急
に
脚
力
が
弱
り
始
め
て

い
る
は
ず
な
の
に
、

い
く
ら
歩
き
続
け
て
も
ほ
と
ん
ど
疲
れ
を
感
じ
て
い

な
い
こ
と
だ
っ
た
。
む
し
ろ
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
力
が
私
を
駆
り

D
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立
て
て
、
こ
の
分
な
ら
夜
通
し
で
も
歩
き
続
け
ら
れ
そ
う
だ
つ
た
。
だ
が

こ
の
奇
妙
な
連
れ
の
男
は
ど
こ
ま
で
行
く
気
だ
ろ
う
。

(
『
向
う
側
』
②
)

『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
は
、

し
か
し
、

こ
こ
で

五
O
歳
を
越
え
て
い
る
。

は
、
脚
力
が
弱
り
始
め
て
い
る
と
の
自
覚
と
は
裏
腹
に
、
疲
れ
を
感
じ
な
い
。

そ
れ
は
、
《
私
》
が
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
で
も
あ
る
と
す
れ
ば
当
然
だ
と
い

え
よ
う
。
『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
は
、
三
十
代
半
ば
の
、

し
か
も
フ
イ
ク
シ
ヨ

ン
の
人
物
で
あ
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
き
る
人
聞
が
歳
を
取
ら
な
く
と
も
、

不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
現
に
、
消
え
た
特
派
員
《
彼
》
が
当
時
の
ま
ま
と
思
わ

れ
る
姿
で
、
《
奇
妙
な
連
れ
の
男
》
と
し
て
一
緒
に
歩
い
て
い
る
よ
う
に
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
向
う
側
』
②
に
お
い
て
は
、
『
向
う
側
』
①
の
世
界
と
は

異
な
る
レ
ベ
ル
を
生
き
て
い
る
は
ず
の
書
き
手
《
私
》
が
、
一
『
向
う
側
』
①
の
語



り
手
《
私
》
と
し
て
も
生
き
始
め
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
『
向
う
側
』

②
に
は
、
場
所
も
時
代
も
特
定
し
た
現
実
的
な
レ
ベ
ル
を
設
定
し
な
が
ら
、

こ
に
、
当
初
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
た
『
向
う
側
』
①
を
滑
り

込
ま
せ
、
《
私
》
を
二
重
に
生
き
さ
せ
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の

構
造
の
中
で
『
向
う
側
』
①
が
、
再
生
さ
れ
、
更
新
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
向
う
側
』
②
は
、

ど
の
よ
う
に
『
向
う
側
』
①
を
再
生
、
吏
新

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
.
《
向
う
側
》
を
捉
え
る
た
め
の
言
葉

《
私
》
は
、
昔
の
仲
間
に
会
え
な
か
っ
た
た
め
に
吐
き
出
せ
な
か
っ
た
思
い

出
を
語
る
。
そ
れ
は
、
『
向
う
側
』
①
の
語
り
手
《
私
》
を
現
実
レ
ベ
ル
に
延
長

し
た
か
の
よ
う
な
内
容
も
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
《
私
》
は
、
横
を
歩
く
《
男
》

(
H
『
向
う
側
』
①
に
お
け
る
《
彼
》
)

の
行
方
を
追
っ
た
時
の
こ
と
を
語
り
始

め
る
。

一
方
で
《
男
》
は
、
《
私
》
に
語
る
こ
と
を
促
し
て
い
る
。

「
私
は
政
府
軍
が
攻
撃
し
て
る
の
だ
か
ら
、
解
放
区
だ
と
思
っ
た
。

き
み

が
入
り
こ
ん
だ
、

少
な
く
と
も
通
り
過
ぎ
た
と
こ
ろ
の
よ
う
な
気
、
が
し
た

ん
だ
」男

は
声
を
立
て
な
い
で
笑
っ
た
。

「
い
や
い
い
ん
で
す
、

そ
れ
で
。
何
か
言
葉
を
、
話
を
、

で
き
た
ら
物
語

二つの『向う側』

を
続
け
る
こ
と
、

そ
れ
が
ど
ん
な
に
見
当
ち
が
い
で
、
作
り
話
で
、
無
意

味
だ
と
し
て
も
、

世
界
と
は
起
こ
っ
た
こ
と
の
す
べ
て
な
ん
だ
し
、
話
の

中
身
が
世
界
な
ん
で
す
か
ら
。
続
け
て
下
さ
い
」

『
向
う
側
』
②

《
男
》
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
《
男
》
の
一
言
葉
は
、
世
界
と
は

そ

ど
の
よ
う
な
一
面
的
な
言
説
に
よ
っ
て
も
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
《
起
こ
っ

た
こ
と
の
す
べ
て
》
で
あ
り

い
か
に
見
当
違
い
の
言
葉
で
あ

矛
盾
す
る
が
、

ろ
う
と
も
、
語
る
中
に
世
界
が
現
れ
る
の
だ
と
告
げ
て
い
る
。

そ
れ
に
促
さ
れ

て
《
私
》
は
語
り
続
け
る
が
、
《
私
》
が
書
い
た
小
説
「
向
う
側
」

の
終
わ
り
ま

で
語
る
と
、
《
私
》
の
話
は
途
切
れ
て
し
ま
う
。

「
そ
れ
か
ら
・
・
・
・
」

「
そ
こ
で
終
わ
り
だ
っ
た
」

私
の
小
説
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
雑
誌
が
紛
失
し
た

い
ま
、
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
。

『
向
う
側
』
②

そ
し
て
、

そ
れ
で
も
《
男
》
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
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「
い
や
終
わ
っ
て
な
い
し
、
終
わ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」

男
は
き
び
し
い
口
調
で
言
っ
た
。

尋
問
り
続
け
さ
え
す
れ
ば
、
現
わ
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
壷
だ
っ
て
、

老
婆
だ
っ
て
、
燃
え
る
村
だ
っ
て
、

サ
イ
ゴ
ン
だ
っ
て
、
私
だ
っ
て
、
あ

な
た
だ
っ
て
。
私
は
行
方
不
明
に
な
っ
て
消
え
た
の
で
は
な
い
。
あ
な
た

が
私
の
あ
と
を
追
い
続
け
た
か
ら
、
私
は
後
向
き
に

つ
ま
り
後
姿
を
現

わ
し
た
ん
で
す
。
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
私
の
後
姿
が
見
え
て
き
た

と
あ
な

た
は
書
い
た
で
し
ょ
う
。
部
長
へ
の
報
告
書
に
で
は
な
く
、
あ
な
た
自
身

の
た
め
の
報
告
書
に
。

そ
し
て
い
ま
ま
た
私
は
あ
な
た
と
ふ
た
り
で
歩
い

て
い
る
。
こ
こ
が
ど
こ
な
の
か
、

ど
こ
に
向
か
っ
て
私
た
ち
が
歩
い
て
い

る
の
か
、

そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
な
た
だ
っ
て
わ
か
ら
な
い
。

わ
か
ら

な
い
け
ど
こ
う
し
て
歩
い
て
い
る
」



二つの『向う側』

『
向
う
側
』
②

《
男
》
の
言
葉
は
、

あ
た
か
も
こ
の
小
説
自
体
に
つ
い
て
語
る
言
葉
の
よ
う

で
あ
る
。
現
実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
《
私
》
が
既
に
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
た

ベ
ト
ナ
ム
の
事
物
は
、
一
言
葉
と
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
小
説
中
に
存
在
し
て
い
る
。

《
私
》
が
書
い
た
小
説
に
お
い
て
、
消
え
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
た
《
彼
》
は
、

『
向
う
側
』
②
と
い
う
小
説
の
言
説
の
中
で
、
《
私
》
と
肩
を
並
べ
て
歩
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
の
連
な
り
が
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
。
そ
れ
は
、

ま
さ
に
《
わ
か
ら
な
い
》
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
く
、
《
わ
か
ら
な
い
》
け
れ
ど

も
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
《
男
》
の
言
葉
は
、

小
説
の
自
意
識
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
《
男
》
は
、
『
向
う
側
』
①
を
生
き
、
か
っ
、
『
向

う
側
』
①
を
正
し
く
読
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
『
向
う
側
』
①
を
生
き
、

か
っ
、
『
向

う
側
』
①
を
書
い
た
《
私
》
の
前
に
現
れ
た
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
て

さ
ら
に
《
男
》
は
語
り
続
け
、
《
私
》
は
考
え
る
。

「
も
し
私
た
ち
の
脚
の
歩
み
が
と
ま
れ
ば
、
言
葉
の
流
れ
が
と
ま
れ
ば
、

そ
こ
で
何
も
か
も
消
え
る
。
何
も
か
も
・
・
・
私
た
ち
も
向
う
側
も
。
だ
か

ら
し
ゃ
べ
っ
て
下
さ
い
。
何
で
も
い
い
。
土
の
査
だ
っ
て

ヤ
モ
リ
だ
っ

て
、
し
ぼ
む
こ
と
の
な
い
花
の
こ
と
だ
っ
て
、
公
開
銃
殺
の
こ
と
だ
っ
て
、

霧
雨
だ
っ
て
、

濡
れ
た
路
面
だ
っ
て
、

星
だ
っ
て
、

星
が
見
え
な
い
こ
と

だ
っ
て
、
街
、
だ
っ
て
、

黒
い
河
口
の
満
ち
潮
だ
っ
て
、
水
面
の
油
膜
だ
っ

て
、
溺
死
人
に
つ
い
て
だ
っ
て

少
女
に
つ
い
て
だ
っ
て

こ
れ
か
ら
私

た
ち
が
夜
空
に
朔
び
上
が
っ
て
街
の
上
を
飛
行
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
だ

っ
て
・
・
・
・
夜
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
」

私
は
わ
か
り
か
け
た
。
彼
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
、

あ
る
い
は

何
を
怖
れ
て
い
る
か
。
査
を
見
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、

不
意
に
。
語
り

え
な
い
こ
と
、
説
明
も
で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
、
単
に
言
葉
が
切
れ
る
こ
と
が
沈
黙
で
は
な
い
の
だ
。
語
り
う

ふ
っ
と
語
り
え
ぬ
あ
そ
こ

る
限
り
語
り
続
け
る
そ
の
過
程
で
、

あ
る
時
、

が
現
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

『
向
う
側
』
②
(
傍
点
原
文
)

小
説
の
白
意
識
と
も
い
え
る
《
男
》
の
言
葉
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
を
要
求

す
る
。
《
男
》
の
言
葉
の
中
に
は
、
過
去
の
小
説
に
あ
っ
た
言
葉
、
直
前
の
地
の

文
に
あ
る
《
霧
雨
》
や
《
濡
れ
た
路
面
》
と
い
っ
た
言
葉
が
含
み
込
ま
れ
、
さ

ら
に
、
い
ま
だ
《
私
》
に
よ
っ
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
言
葉
も
含
ま
れ
て
い
る
。

そ

そ
れ
に
対
し
、
《
私
》
は
、
《
語
り
う
る
限
り
語
り
続
け
る
そ
の
過
程
で
、
あ
る

時
、
ふ
っ
と
語
り
え
ぬ
あ
そ
こ
が
現
れ
る
の
だ
ろ
う
》
と
考
え
る
。
《
語
り
え
ぬ

あ
そ
こ
》
こ
そ
、
『
向
う
側
』
①
に
お
い
て
決
し
て
直
接
捉
え
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
《
向
う
側
》
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
を
要
求
す
る
《
男
》

60 -

が
、
『
向
う
側
』
①
に
お
い
て
向
か
っ
て
い
っ
た
世
界
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

そ

れ
を
現
出
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
語
り
続
け
る
こ
と
、
言
葉
を
紡
ぎ
出

し
続
け
る
こ
と
な
の
だ
と
、
こ
の
箇
所
は
語
っ
て
い
る
。

『
向
う
側
』
①
に
お
い
て
、
《
向
う
側
》
に
到
達
し
よ
う
と
し
た
《
私
》
は
、

そ
れ
が
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
最
後
の
場
面
で
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

あ
の
男
(
引
用
者
注
、
《
彼
》
と
親
し
か
っ
た
現
地
の
《
男
》
)
が
待
っ
て

い
る
も
の
が

い
ま
私
に
は
わ
か
る
。
そ
れ
が
た
だ
待
ち
つ
や
つ
け
る
し
か
、

到
達
す
る
道
の
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

パ
ス
も
国
道
も
な
い
の
だ
。

し
か

も
待
っ
て
待
っ
て
待
ち
つ
づ
け
て
も
到
達
で
き
る
か
ど
う
か
の
保
証
が
全

く
な
い
こ
と
も
わ
か
る
。

た
だ
待
つ
だ
け
だ
。
特
派
員
に
は
、
あ
の
朝
、

不
意
に
そ
れ
が
訪
れ
た
の
だ
ろ
う
。



『
向
う
側
』
①

『
向
う
側
』
①
の
《
私
》
は
、
《
向
う
側
》
に
到
達
し
よ
う
と
し
て
果
た
さ
れ

ず
、
《
待
つ
だ
け
》
し
か
方
法
が
な
い
と
結
論
し
た
。

し
か
し
、
『
向
う
側
』
②

の
《
私
》
は
、
《
向
う
側
》
に
到
達
す
る
の
で
は
な
く
、
《
向
う
側
》
そ
の
も
の

を
現
出
さ
せ
る
た
め
に
、
語
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
覚
悟
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
向
う
側
』
と
い
う
小
説
を
書
い
た
《
私
》
の
覚
悟
な
の
で

そ
し
て
、

も
あ
る
。

『
向
う
側
』
②
は
、
《
私
》
が
『
向
う
側
』
②
そ
の
も
の
を
語
り
直
す
か
の
よ

う
な
言
葉
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
二
十
年
な
ん
で
も
う
存
在
し
な
い
よ
う
な
む
か
し
だ
け
れ
ど
、

で
も
何

と
な
く
出
か
け
る
気
に
な
っ
た
ん
だ
。

せ
め
て
当
時
の
仲
間
の
ひ
と
り
ぐ

ら
い
に
は
会
え
る
だ
ろ
う
と
・
・
・
・
」

『
向
う
側
』
②

こ
の
言
葉
に
あ
る
と
お
り
、
《
私
》
は
《
当
時
の
仲
間
》
に
会
え
て
い
る
の
で

フ
イ
ク
ン
ヨ
ン

そ
の
人
物
は
、
《
私
》
が
過
去
に
小
説
に
書
き
込
ん
だ
人
物
で
、

あ
ろ
う
。

自
身
の
行
方
が
探
ら
れ
る
そ
の
小
説
を
読
ん
で
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
小
説
の
書

き
手
を
鼓
舞
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
私
》
は
、
自
ら
が
書
い
た
小
説
の
自
意
識

で
あ
る
か
の
よ
う
な
そ
の
人
物
に
促
さ
れ
な
が
ら
、
寸
詰
り
続
け
る
覚
悟
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
向
う
側
』
②
は
、
『
向
う
側
』
①
の
世
界
を
そ
の
内
部
に
取

二つの f向う側』

り
込
み
更
新
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
『
向
う
側
』

①
に
お
い
て
待
つ
べ
き
世
界
だ
っ
た
《
向
う
側
》
を
、
語
り
続
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
出
さ
せ
る
べ
き
世
界
と
し
て
読
み
直
し
、
捉
え
直
し
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
れ
は
、
単
に
語
ら
れ
た
内
容
の
話
で
は
な
い
。

こ
こ
で
告
げ
ら
れ

そ
し
て

て
い
る
の
は
、
書
い
た
者
と
し
て
あ
る
は
ず
の
《
私
》
を
も
、
語
ら
れ
る
者
と

し
て
の
《
私
》
、
書
か
れ
る
者
と
し
て
の
《
私
》
へ
と
更
新
し
、
不
断
に
「
書
く
」

こ
と
の
う
ち
に
取
り
込
も
う
と
す
る
運
動
の
始
ま
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
.
『
向
う
側
』
②
の
意
味
と
位
置

『
向
う
側
』
②
の
《
私
》
は
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
初
代
特
派
員
で
あ
り
帰
国

後
「
向
う
側
」

と
い
う
小
説
を
雑
誌
に
発
表
し
た
と
い
う
点
で
、

日
野
啓
三
と

重
な
っ
て
い
る
。
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そ
の
《
私
》
が
、
決
し
て
安
定
し
た

こ
こ
で
は
、

語
り
手
と
し
て
で
な
く
、
書
い
た
は
ず
の
小
説
に
よ
っ
て
生
を
更
新
さ
れ
、
会
問

き
続
け
る
こ
と
を
覚
悟
す
る
作
家
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

『
向
う
側
』
②
に
は
、
「
書
く
」
こ
と
へ
の
意
志
の
み
が
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て

-EよF
O
 

過
言
で
は
な
い
。

日
野
啓
三
は
、

小
説
第
一
作
『
向
う
側
』
以
来
、
様
々
な
小
説
を
書
き
、

そ

の
時
々
の
や
り
方
で
《
向
う
側
》
に
迫
ろ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

一
九
八
一
年
「
す
ば
る
」
に
連
載
し
た
『
抱
擁
』
の
頃
、

一
つ
の
転
換
を
迎
え
、

よ
り
物
語
的
な
構
造
を
備
え
た
小
説
、
自
ら
「
都
市
幻
想
短
篇
」
と
呼
ぶ
よ
う

な
、
幻
想
と
現
実
の
入
り
交
じ
っ
た
と
も
み
え
る
小
説
を
書
き
始
め
る
。
『
抱
擁
』

に
お
い
て
は
、
重
要
な
登
場
人
物
霧
子
の
父
親
を
、
ベ
ト
ナ
ム
で
《
向
こ
う
側
》

に
行
く
と
一
言
っ
て
消
え
た
男
と
し
、

ま
さ
に
『
向
う
側
』
①
の
登
場
人
物
の
次

一
九
八
二
年
発
行
の
短
篇
集
『
天
窓
の
あ
る

の
世
代
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、

ガ
レ
ー
ジ
』
収
録
作
品
で
は
、
日
野
作
品
に
お
い
て
初
め
て
、
視
点
人
物
が
少

年
あ
る
い
は
女
性
に
変
化
す
る
。
日
野
の
小
説
は
、
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
た

「
私
小
説
的
傾
向
」
の
作
風
か
ら
離
れ
、
物
語
的
で
あ
る
こ
と
も
幻
想
的
で
あ



二つの『向う側』

る
こ
と
も
厭
わ
ぬ
自
由
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、

一
九
八

0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
日
野
作
品
の
変
化
は
、
《
語
り
う
る

ふ
っ
と
語
り
え
ぬ
あ
そ
こ
が
現
れ

限
り
語
り
続
け
る
そ
の
過
程
で
、
あ
る
時
、

る
》
と
い
う
方
法
で
《
向
う
側
》
に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

そ

の
意
味
で
、

一
九
八
三
年
に
発
表
さ
れ
た
『
向
う
側
』
②
は
、

日
野
自
身
が
、

小
説
を
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
《
向
う
側
》
を
現
出
さ
せ
る
と
い
う
意
志

を
確
認
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
あ
る
い
は
、
『
向
う
側
』
②
が
書
か
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
言
葉
を
紡
ぎ
続
け
る
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
い
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
『
向
う
側
』
②
が
示
し
て
い
る
の
は
、
小
説
に
お

い
て
は
い
か
な
る
こ
と
も
起
こ
り
得
る
し
、
世
界
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

る
は
ず
で
、

そ
の
た
め
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
飲
み
込
ん
で
書
き
続
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
書
き
続
け
ら
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
、

あ
る
と
き
《
向
う
側
》
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
日

野
啓
三
の
小
説
に
と
っ
て
至
福
の
瞬
間
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を

確
か
め
る
た
め
に
も
、

日
野
の
小
説
を
丹
念
に
読
み
続
け
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ
る
。

注

(
1
)
一
九
八
八
年
二
月
、
成
瀬
書
房
よ
り
特
装
限
定
版
と
し
て
刊
行
。
『
日
野
啓

三
短
篇
選
集
』
上
巻
(
一
九
九
六
年
二
一
月
、
読
売
新
聞
社
)
に
も
、
改
稿
の

上
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
向
う
側
』
①
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
初
出

誌
に
拠
る
。

(
2
)

『
向
う
側
』
②
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
初
出
誌
に
拠
る
。

(
3
)

拙
稿
「
日
野
啓
三
『
向
う
側
』
論
|
言
葉
の
外
部
へ
向
か
う
試
み
|
」
(
「
近

代
文
学
試
論
」
第
三
一
号
、
一
九
九
三
年
二
一
月
)

(
4
)

『
抱
擁
』
(
一
九
八
二
年
二
月
、
集
英
社
。
初
出
は
、
「
す
ば
る
」
一
九
八
一

年
一
・
三
・
五
・
七
・
九
月
号
)
。
な
お
、
『
抱
擁
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日

野
啓
三
『
抱
擁
』
試
論
|
《
向
こ
う
側
》
の
世
界
|
」
(
「
国
文
学
孜
」
第
一

四
四
号
、
一
九
九
四
年
二
一
月
)
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

(
5
)

日
野
啓
三
「
文
庫
版
あ
と
が
き
」
(
福
武
文
庫
版
『
天
窓
の
あ
る
ガ
レ
ー
ジ
』

一
九
八
七
年
七
月
)

(
6
)

『
天
窓
の
あ
る
ガ
レ
ー
ジ
』
(
一
九
八
二
年
五
月
、
福
武
書
底
)

(
7
)

こ
こ
で
い
う
「
視
点
人
物
の
変
化
」
は
、
日
野
自
身
と
も
見
な
さ
れ
う
る
「
視

点
人
物
」
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
少
年
」

に
は
、
日
野
自
身
の
少
年
時
代
を
題
材
と
し
た
作
品
群
の
そ
れ
を
含
め
て
い
な

い
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
《
少
年
》
と
い
う
可
能
性
l
日

野
啓
三
『
天
窓
の
あ
る
ガ
レ
ー
ジ
』
論
|
」
(
「
国
語
教
育
論
叢
」
第
一
四
号
、

二
O
O
五
年
三
月
)
、
お
よ
び
、
拙
稿
「
《
で
あ
る
》
こ
と
へ
の
異
和
l
日
野
啓

三
『
夕
焼
け
の
黒
い
烏
』
論
|
」
(
「
国
語
教
育
論
叢
」
第
一
七
号
、
二

O
O八

年
三
月
)
を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

(
8
)

前
掲

(
5
)

「
文
庫
版
あ
と
が
き
」

や
ま
ね
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