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い
ず
れ
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
を
注
意
深
く
読
ん
で
ゆ
く
と
、
こ
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
い
ず
れ
の
可
能
性
も
だ
ん

だ
ん
と
消
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
解
答
は
不
明

な
の
で
あ
る
。（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

河
合
氏
に
と
っ
て
も
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
は
や
は
り
一
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー

と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
主
人
公
勝
呂
に
見
ら
れ
る
病
理
現
象
は
現

代
精
神
医
学
の
理
論
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
が
多
く
、
勝
呂
の
状
況
に
対

し
て
、
完
全
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
診
断
を
下
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
そ
う
す
る
必
要
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
遠
藤
自
身

が
『
人
生
の
同
伴
者
』（
春
秋
社
、
一
九
九
一
年
）
の
中
で
、
こ
の
小
説
は
「
意

識
下
の
世
界
を
書
い
て
い
る
ん
で
、
意
識
の
世
界
を
書
い
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
」
と
言
明
し
た
よ
う
に
、「
分
身
た
る
男
」
の
出
現
を
事
実
の
レ
ベ
ル
に
お

け
る
現
象
で
は
な
く
、
勝
呂
の
精
神
状
態
の
象
徴
と
し
て
考
え
る
ほ
う
が
妥
当

だ
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
精
神
科
医
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・

フ

は
じ
め
に

遠
藤
周
作
の
純
文
学
書
下
ろ
し
長
編
小
説
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』（
新
潮
社
、

一
九
八
六
年
）
の
中
の
最
も
大
き
な
謎
は
、
主
人
公
で
あ
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作

家
勝
呂
の
贋
者
、「
分
身
た
る
男
」
の
正
体
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
作
品
に
託
さ
れ
た
「
悪
の
問
題
」
の
解
決
は
勝
呂
が
遭
遇
し
た
こ

の
異
常
な
心
理
現
象
或
い
は
心
霊
現
象
の
謎
を
解
く
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
容
易
に
解
き
明
か
せ
る

謎
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
難
解
さ
は
、
分
析
心
理
学
領
域
の
専
門
家
河
合
隼
雄

氏
の
評
論
か
）
1
（

ら
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
人
物
は
い
っ
た
い
誰
か
〔
…
〕。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
の
精
神
病

学
の
知
識
が
提
供
し
得
る
解
答
は
、
二
重
人
格
か
、
二
重
身
（
自
己
像
幻

視
）
か
、
あ
る
い
は
集
団
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
よ
る
幻
覚
症
状
か
、
或
い
は
勝

呂
と
瓜
二
つ
の
人
物
が
実
在
し
て
い
て
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
る
か
、
の

倪

　

　

　

楽

　

飛

遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
論

　
　
― 

実
存
分
析
の
視
点
か
ら
見
る
勝
呂
の
心
理
・
精
神
状
態 

―
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彼
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
勝
呂
に
与
え
ら
れ
た
「
救
い
」

を
一
体
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
「
救

い
」
が
如
何
に
し
て
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
、
実
存
分
析

の
視
点
か
ら
考
察
し
、
こ
れ
ま
で
の
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
研
究
、
ま
た
遠
藤
文

学
研
究
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
実
存
的
関
与
を
補
う
形
で
新
た
な
解
読
の
可
能

性
を
提
示
す
る
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

一
、
問
題
の
所
在

勝
呂
が
直
面
し
て
い
る
信
の
問
題
は
何
か
、
ま
た
彼
に
と
っ
て
の
救
い
の
可

能
性
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
改
め
て
彼
の
人
物
像
を
確
認
す
る
こ
と
か

ら
始
め
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
関
す
る
先
行
論
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
恐
ら
く
「
分
身
」
や
「
も
う
一
人
の
自
分
」
な
ど
の
言
葉
に
誘
導
さ
れ
た

た
め
か
、
従
来
の
研
究
で
は
、「
贋
者
」
の
男
を
勝
呂
の
無
意
識
の
な
か
に
抑

圧
さ
れ
た
「
慾
望
」、「
悪
の
象
徴
」、）

6
（

悪
を
す
る
「
別
の
人
格
」）

7
（

な
ど
と
解
釈

し
、
さ
な
が
ら
そ
れ
が
勝
呂
の
人
物
像
の
内
面
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
の

よ
う
に
読
解
を
行
う
傾
向
が
よ
く
見
ら
れ
る
。
是
か
非
か
は
さ
て
置
き
、
こ
う

い
っ
た
解
釈
に
は
明
ら
か
な
欠
陥
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の

は
、「
贋
者
」
の
出
現
は
勝
呂
の
異
常
な
心
理
・
精
神
状
態
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
事
実
を
顧
み
ず
、
こ
れ
を
勝
呂
が
常
に
持
っ
て
い
る
密
か
な
衝
動
・

欲
求
と
考
え
る
と
、
一
時
的
な
危
機
を
日
常
的
な
も
の
と
誤
認
し
、
こ
れ
ま
で

ラ
ン
ク
ル
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
）
2
（

を
援
用
す
る
が
、
そ
れ
は
精

神
療
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
こ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
に
合
理
的
な
解
釈
を
つ
け
る
た
め

と
い
う
よ
り
も
、
実
存
分
析
の）

3
（

視
点
か
ら
勝
呂
の
心
理
・
精
神
の
動
き
を
確
認

し
て
考
察
す
る
の
が
一
番
大
き
な
目
的
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

別
の
拙
論
で）

4
（

考
察
し
た
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・

フ
ロ
ム
の
謂
う
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア

的
な
傾
向
〉）

5
（

が
な
ぜ
、そ
し
て
如
何
に
し
て
勝
呂
を
悪
の
淵
ま
で
に
連
れ
て
行
っ

た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
終
盤
、
勝
呂
は
完
全
に
「
悪
」
の
深
淵
に
陥
っ
て
し

ま
う
寸
前
に
懸
崖
勒
馬
し
、「
我
に
返
っ
た
」。
雪
が
舞
っ
て
い
る
大
通
り
で
、

自
分
と
そ
っ
く
り
の
男
は
五
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
先
に
「
ふ
り
む
き
も
せ
ず
」「
歩

い
て
い
る
」。
男
は
次
第
に
「
愛
と
慈
悲
に
み
ち
」
た
優
し
い
光
を
発
し
て
い

る
白
い
雪
に
吸
い
込
ま
れ
、姿
が
消
え
た
。
一
人
に
な
る
と
、「
憐
れ
み
た
ま
え
」

「
心
狂
え
る
人
間
を
憐
れ
み
た
ま
え
」
と
い
う
祈
り
の
言
葉
が
勝
呂
の
口
か
ら

こ
ぼ
れ
、
勝
呂
自
身
も
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
光
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
。
右

の
引
用
に
暗
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
結
果
的
に
、
勝
呂
に
は
救
い
が
与
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
真
夜
中
、
発
信
元
不
明
な
電
話
が
ま
た
来
て
、
新
た
な
試
練
を
宣
告

す
る
か
の
よ
う
に
執
拗
に
鳴
り
続
け
て
い
る
。「
さ
て
、
ど
う
す
る
」
と
い
う

懸
念
が
残
さ
れ
た
ま
ま
、
作
品
は
幕
を
閉
じ
る
。「
分
身
た
る
男
」
は
ま
た
い

つ
か
勝
呂
の
生
活
に
闖
入
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
勝
呂
と
成
瀬
夫
人
と
の
関
係

は
ま
た
さ
ら
な
る
発
展
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
つ
だ
け
確
か
な
の
は
、
勝

呂
は
救
い
の
な
い
「
醜
悪
世
界
」
に
陥
っ
て
お
ら
ず
、
救
い
の
可
能
性
が
ま
だ
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者
に
映
る
自
己
像
を
壊
し
た
く
な
い
」
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
論

を
展
開
し
て
い
る
。
勝
呂
は
た
だ「
他
者
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
自
己
像
」を「
演

じ
」
て
い
る
だ
け
で
、
妻
に
と
っ
て
の
「
い
い
夫
」
も
自
己
像
に
準
じ
て
作
ら

れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
勝
呂
は
そ
の
「
自
己
像
こ
そ
自
分
自
身
で
あ
る
と

疑
っ
て
い
な
」
く
て
「
満
足
し
て
い
た
」、と
い
う
。
そ
し
て
、そ
の
「
自
己
像
」

が
「
成
瀬
夫
人
と
〈
贋
者
〉
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
」
と
き
、「
勝
呂
の
意
識

に
死
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」。
し
た
が
っ
て
「
勝
呂
の
死
へ
の
恐
怖
と
憧

憬
と
は
、
自
己
像
の
な
い
世
界
へ
の
恐
怖
と
憧
憬
を
意
味
」
す
る
、
と
い
う
結

論
を
付
け
て
い
る
。
勝
呂
に
は
「
小
説
家
と
し
て
他
者
に
映
る
自
己
像
を
守
ろ

う
と
す
る
」願
望
が
あ
り
、死
へ
の
恐
怖
は
即
ち「
自
ら
が
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
」

に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
、
と
い
う
部
分
に
は
賛
同
で
き
る
が
、
一
方
で
勝
呂
は

ま
た
「
こ
の
世
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
自
ら
を
全
く
無
に
し
よ
う
と
す
る
願
望
」

を
持
っ
て
死
を
憧
憬
し
て
い
る
、
と
い
う
氏
の
論
に
は
、「
自
己
像
を
壊
し
た

い
願
望
」
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
に
関
す
る
考
察
が
欠
け
て
い
る
、
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
他
、
二
つ
の
願
望
の
持
ち
主
で
あ
る
勝
呂
の
主
体
性
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
、と
い
う
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
勝
呂
の
人
物
像
の
「
大
成
し
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と

い
う
側
面
が
問
題
視
さ
れ
る
点
は
多
く
の
先
行
論
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

確
か
に
、
勝
呂
の
人
生
の
危
機
が
彼
の
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
と
無
関
係
で
あ
る

と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
そ
の
背
後
に
は
抑
圧
、
折
り
合
い
、
正
当
化
な
ど
心

と
魂
の
様
々
な
働
き
が
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

の
勝
呂
の
人
生
に
対
し
て
不
適
切
な
評
価
を
下
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

例
え
ば
、
河
合
隼
雄
氏
（
前
出
）
は
、
勝
呂
が
「
立
派
な
自
我
を
作
る
こ
と

に
力
を
入
れ
過
ぎ
て
」、
そ
の
「
社
会
的
に
も
称
賛
さ
れ
る
」
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

作
家
と
い
う
「
自
我
」
を
維
持
す
る
た
め
に
、必
死
に
「
性
・
死
・
醜
」
と
い
っ

た
「
汚
れ
た
も
の
」
を
心
か
ら
排
除
し
、
結
局
「
心
に
も
体
に
も
大
き
な
負
担

を
か
け
て
き
た
」
だ
け
で
な
く
、「
人
間
存
在
の
統
合
の
回
復
の
た
め
に
」
夜

な
夜
な
働
い
て
い
る
「
た
ま
し
い
」
も
汚
染
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
述
べ
て
い

る
。
勝
呂
が
「
あ
ま
り
に
も
性
急
に
性
・
死
・
醜
な
ど
と
い
う
こ
と
を
排
除
し

す
ぎ
」
て
、「
彼
の
た
ま
し
い
へ
の
通
路
に
は
彼
の
自
我
の
棄
て
去
っ
た
も
の

が
溢
れ
て
お
り
、
た
ま
し
い
と
の
接
触
の
回
復
の
仕
事
が
さ
な
が
ら
下
水
工
事

の
よ
う
な
感
じ
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
。「
贋
者
」
の
男
が
つ
ま

り
「
た
ま
し
い
へ
の
通
路
」
を
塞
い
で
し
ま
っ
た
「
汚
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
氏
の
論
旨
に
は
、
ま
さ
に
ユ
ン
グ
分
析
心
理
学
の
〈
影
シ
ャ
ド
ウ〉

の
概
念
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。「
た
ま
し
い
」
の
働
き
に
注
目
す
る
河
合
氏
の
論
は
非
常
に
示

唆
深
い
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
氏
の
論
法
に
従
え
ば
、「
清
く
正

し
い
生
き
方
」で
人
生
を
送
っ
て
き
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
と
い
う
勝
呂
の〈
自

我
〉は
た
だ
の
社
会
的
顔
・
仮ペ
ル
ソ
ナ面
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
〉
＝
〈
悪
〉
の
問
題
が
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
に
関

し
て
は
な
お
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
、
大
塩
香
織
氏
も
、）

8
（

勝
呂
が
常
に
「〈
基
督
教
〉
作
家
」
と
い
う
「
他
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あ
る
と
い
う
実
存
的
な
事
実
を
あ
ま
り
に
も
無
視
し
す
ぎ
る
と
、
結
局
は
下
位

人
間
主
義
と）

10
（

定
義
さ
れ
う
る
還
元
主
義
に
転
落
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
の

だ
。
次
章
で
は
、
心
理
次
元
に
お
け
る
様
々
な
欲
望
で
は
な
く
、
精
神
次
元
に

お
け
る
〈
責
任
性
〉
と
〈
意
識
性
（
意
志
）〉
を
重
視
す
る
実
存
分
析
の
視
点

か
ら
、
勝
呂
の
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
及
び
「
い
い
夫
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
考

察
す
る
。二

、
勝
呂
の
人
物
像

1
、「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
の
イ
メ
ー
ジ

実
際
、「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
い
う
〈
顔
〉
が
最
初
か
ら
社
会
的
に
望

ま
し
い
〈
自
己
像
〉
で
あ
る
と
は
全
く
言
え
な
い
の
だ
。
出
立
期
の
勝
呂
は
理

解
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
、
嘲
ら
れ
、「
偽
善
者
」
と
思
わ
れ
て

も
怒
り
や
悔
し
さ
を
呑
み
込
ん
で
、
弁
解
せ
ず
に
我
慢
す
る
し
か
な
か
っ
た
。

勝
呂
の
か
つ
て
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
一
番
の
理
解
者
で
親
友
で
も
あ

る
加
納
の
言
葉
に
よ
る
と
、
勝
呂
は
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
し
て
、
実
は

長
い
間
非
常
に
「
不
幸
で
」
苦
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
勝
呂

は
三
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
悪
戦
苦
闘
し
て
、
自
分
の
信
仰
を
作
品
に
書
き
続

け
て
き
た
。
し
か
も
彼
は
「
宗
教
の
た
め
に
文
学
を
犠
牲
に
」
し
て
、
立
派
な

信
仰
者
の
形
象
の
た
め
に
「
美
し
い
、
き
れ
い
話
」
ば
か
り
を
書
く
よ
う
な
作

家
に
な
ら
ず
、
人
間
の
心
の
「
黒
い
、
暗
い
、
醜
い
領
域
」
を
黙
殺
し
た
り
無

視
し
た
り
す
る
こ
と
せ
ず
に
小
説
を
綴
り
な
が
ら
、
宗
教
の
真
実
を
探
究
し
て

言
っ
て
勝
呂
の
す
べ
て
の
「
い
い
イ
メ
ー
ジ
」
―
―
公
的
領
域
に
お
け
る
「
立

派
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
私
的
領
域
に
お
け
る
「
い
い
夫
、
い
い
父
親
」

―
―
は
紛
れ
物
・
外
面
（
そ
と
づ
ら
）・
仮
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
に
過
ぎ
ず
、
逆

に
「
贋
者
」
の
男
が
象
徴
す
る
「
覆
わ
れ
し
も
の
」・
「
隠
さ
れ
た
も
の
」）

9
（

こ

そ
本
当
の
顔
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
勝
呂
の
「
二
面
性
」
の
中
の
一
つ
だ
と
断

言
す
る
の
も
適
正
で
は
な
い
。
公
私
を
含
む
社
会
的
に
良
い
顔
を
単
な
る
剥
ぐ

べ
き
仮
面
と
す
る
こ
と
は
、
勝
呂
の
人
間
性
を
病
的
な
も
の
と
し
て
貶
め
、
彼

の
こ
れ
ま
で
の
人
生
の
意
義
・
価
値
、
他
者
に
与
え
た
慰
め
や
善
意
を
た
だ
の

嘘
・
虚
偽
と
し
て
帳
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
、
む
や
み
に

仮
面
を
剥
ぐ
こ
と
は
、
精
神
不
安
定
の
人
の
救
い
に
は
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、

勝
呂
の
場
合
、
人
間
存
在
の
意
味
・
価
値
を
否
定
す
る
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的

な
傾
向
〉
に
加
勢
し
、
彼
を
死
と
毀
滅
の
暗
闇
に
押
し
込
む
の
に
助
力
す
る
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。

そ
も
そ
も
、
人
物
像
を
考
え
る
際
に
、
精
神
分
析
の
〈
自
我
〉
と
〈
エ
ス
〉

だ
け
に
注
目
し
、
外
面
と
内
面
を
分
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
ど
れ
ほ
ど
人
間

の
魂
に
関
す
る
真
実
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
ま
た
ど
れ
ほ
ど
人
に
希
望

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
外
面
と
内
面
を
あ
た
か
も
人
の
全
体
を

構
成
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
、
つ
ま
り
人
間
存
在
を
外
面
と
内
面
の
せ
め
ぎ
合

い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
も
の
と
見
な
す
考
え
方
は
、
あ
る
意
味
で
は
人
間
性

を
恒
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス

常
性
の
玩
弄
物
に
矮
小
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
質
主
義
的
人
間
観
で

あ
れ
構
築
主
義
的
人
間
観
で
あ
れ
、
人
間
に
は
意
味
を
求
め
る
自
由
な
意
志
が
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が
大
き
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

〈
責
任
〉
に
関
し
て
、
勝
呂
と
加
納
の
間
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
あ
る
。

（
加
納
）「
…
…
お
前
は
牢
固
と
し
た
お
前
の
世
界
を
作
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。

勝
呂
さ
ん
の
書
い
た
小
説
な
ら
必
ず
読
む
と
い
う
読
者
が
一
万
人
は
い
る

と
出
版
社
の
誰
か
が
言
っ
て
い
た
」

（
勝
呂
）「
そ
ん
な
に
い
る
も
の
か
」

（
加
納
）「
い
や
、
い
る
…
…
だ
か
ら
そ
の
読
者
が
持
っ
て
い
る
お
前
の
イ

メ
ー
ジ
を
大
事
に
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ぞ
。
お
前
は
意
地
で
も
そ
の
世

界
を
…
…
」

加
納
の
「
読
者
が
持
っ
て
い
る
お
前
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
表
現
は
実
に
意
味

深
い
。
清
い
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
い
う
の
は
確
か
に
勝
呂
の
イ
メ
ー
ジ

と
は
言
え
、
勝
呂
の
た
め

0

0

0

0

0

に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
読
者
の
た
め

0

0

0

0

0

に
作
ら
れ
、

守
ら
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
加
納
の
忠
告
は
ま
さ
に
勝
呂

に
、
少
な
く
と
も
「
一
万
人
は
い
る
」
と
言
わ
れ
る
忠
実
な
読
者
に
対
す
る
自

分
の〈
責
任
〉を
想
起
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。或
い
は
、

加
納
は
勝
呂
の
魂
の
代
わ
り
に
、
彼
が
自
分
の
文
学
世
界
に
託
し
た
抱
負
や
使

命
を
言
い
表
し
た
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
三
十
年
を
超
え
た
長
い
付
き
合
い
の

中
で
、
理
想
や
憧
憬
な
ど
に
つ
い
て
の
会
話
が
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
加
納
は
、
な
ぜ
勝
呂
が
「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
い
う
名
、「
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
し
て
の
人
生
に
頑
な
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
か
を
誰
よ

り
も
知
っ
て
お
り
、
そ
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
背
後
に
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る

き
て
、「
や
っ
と
動
揺
か
ら
救
わ
れ
た
」
自
信
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

〈
自
己
像
〉
ま
た
は
〈
顔
〉
自
体
が
最
初
か
ら
目
的
で
も
目
標
で
も
な
く
、

勝
呂
は
「
日
本
と
い
う
風
土
と
」
キ
リ
ス
ト
教
を
「
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る

か
」
を
自
ら
の
課
題
に
し
、
自
分
の
良
心
に
呼
応
で
き
る
よ
う
な
答
え
を
探
し

求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
実
存
分
析
で
言
い
換
え
れ
ば
、
勝
呂
が
自
分
に
課
し

た
文
学
の
課
題
は
彼
に
と
っ
て
一
種
志
向
す
べ
き
〈
人
生
の
意
味
（D

er S
in

n
 

des L
eben

s

）〉）
11
（

を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
意
味
〉
は
彼

が
好
み
で
勝
手
に
決
め
た
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
置
か
れ
た
、
日
本
に
お
い

て
は
人
の
心
の
中
の
「
暗
い
旋
律
、
醜
い
響
き
、
お
ぞ
ま
し
い
音
に
も
応
え
」

て
く
れ
る
「
本
当
の
宗
教
」
が
必
要
不
可
欠
だ
、
と
い
う
客
観
的
な
状
況
か
ら

見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
勝
呂
が
本
当
に
常
に
力
を
入
れ
た
営
為
は

「
社
会
的
に
も
称
賛
さ
れ
る
」「
立
派
な
自
我
を
作
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
キ
リ

ス
ト
教
の
真
実
を
自
分
も
含
む
日
本
人
の
心
に
合
う
形
で
よ
り
多
く
の
人
に
実

感
で
き
る
よ
う
に
伝
え
る
、
と
い
う
〈
意
味
〉
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。「
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
い
う
〈
顔
〉
が
よ
う
や
く
社
会
的
に
称
賛
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
者
に
映
る
勝
呂
の
〈
自
己
像
〉
が
よ
う
や
く
立
派
な
も

の
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
〈
人
生
の
意
味
〉
の
実
現
に
付
随
す
る

効
果
、
ボ
ー
ナ
ス
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
無
論
そ
れ
も
大
切
で
、

そ
の
〈
顔
〉
も
し
く
は
〈
自
己
像
〉
を
誇
り
に
思
っ
て
守
ろ
う
と
す
る
願
望
が

あ
っ
て
も
、
不
自
然
で
も
不
思
議
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
誇
り
や

自
尊
心
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、〈
意
味
〉
の
実
現
に
対
す
る
責
任
感
の
ほ
う
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世
界
に
あ
ら
わ
れ
、「
今
日
ま
で
噛
み
あ
っ
て
い
た
も
の
」
を
あ
え
な
い
よ
う

に
し
た
「
も
う
一
人
の
私
」
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の

彼
に
は
そ
れ
に
打
ち
克
て
る
術
も
気
力
も
な
く
、
渦
巻
き
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ

う
に
ひ
た
す
ら
否
定
や
懐
疑
の
力
に
身
を
任
せ
、「
何
の
意
味
が
あ
る
か
わ
か

ら
な
い
」
暗
闇
の
世
界
に
堕
ち
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。

明
ら
か
に
、
こ
の
時
点
で
の
勝
呂
の
自
己
否
定
は
、
本
当
の
自
分
の
「
内
面
」

を
曝
け
出
す
誠
実
さ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
す
で
に
彼
の
意
識
に
侵
入
し
た

〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
に
因
ん
だ
〈
人
生
の
意
味
〉
に
対
す
る
破
壊

的
な
衝
動
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2
、「
い
い
夫
」
の
イ
メ
ー
ジ

で
は
、
私
的
領
域
に
お
い
て
、
勝
呂
の
妻
に
と
っ
て
の
「
い
い
夫
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
結
婚
以
来
、
勝
呂
は
「
い
い
夫
、
い
い
父
親

の
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
」。
妻
と
の
間
で
は
「
生
活
の
均
衡
を
乱
す
行
動
は
滅

多
に
取
ら
な
」
い
し
、「
彼
女
を
不
安
に
さ
せ
る
言
葉
も
努
め
て
口
に
出
さ
な
」

い
よ
う
に
し
て
き
た
。
妻
が
仕
事
場
に
掃
除
に
来
た
時
は
「
一
人
で
執
筆
し
て

い
る
時
と
は
違
っ
た
家
庭
む
き
の
顔
を
し
た
」
が
、
そ
れ
は
「
勝
呂
に
と
っ
て

別
に
作
為
で
も
何
で
も
な
く
、
芝
居
で
も
偽
善
で
も
な
か
っ
た
」。
時
々
、
夫

婦
二
人
は
散
歩
に
出
か
け
、「
公
園
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
か
け
、〔
…
〕
何
も
言
わ

な
く
て
も
三
十
年
以
上
の
人
生
を
共
に
し
た
夫
婦
に
は
た
が
い
に
均
衡
の
と
れ

た
静
か
さ
が
」
感
じ
ら
れ
る
。
勝
呂
は
「
原
稿
用
紙
の
上
に
は
、
自
分
の
内
部

の
か
も
分
か
っ
て
い
る
。
そ
の「
イ
メ
ー
ジ
」を
守
る
こ
と
は
勝
呂
自
身
に
と
っ

て
重
要
で
あ
る
以
上
に
、
読
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
だ
。
実
は
、
こ
の
点
は
出

版
社
の
編
集
者
で
あ
る
栗
本
の
話
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
、「
先
生

は
読
者
の
た
め
に
も
そ
の
男
を
つ
か
ま
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
。

し
か
し
、
今
の
勝
呂
の
身
に
見
ら
れ
る
「
病
徴
」
は
、
彼
が
自
分
の
「
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
作
家
」
と
い
う
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
託
し
た
意
義
・
価
値
、
ま
た
こ
れ

ま
で
三
十
年
の
苦
労
が
成
就
し
た
業
績
を
全
部
否
定
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
サ
イ
ン
・
パ
ー
テ
ィ
の
後
、
学
生
時
代
か
ら
勝
呂
の
フ
ァ

ン
に
な
っ
た
一
人
の
青
年
が
彼
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
勝
呂
の
作
品
に
感
化
さ
れ

て
、身
体
障
害
児
の
施
設
で
の
今
の
仕
事
に
悦
び
を
感
じ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。

勝
呂
は
気
の
重
さ
か
ら
逃
げ
る
た
め
に
、
自
分
の
小
説
に
は
「
読
者
の
心
を
変

え
る
ほ
ど
の
価
値
は
な
い
」
と
青
年
に
呟
く
。
青
年
は
「
い
い
え
、あ
り
ま
す
。

あ
る
ん
で
す
」
と
き
っ
ぱ
り
と
し
た
声
で
答
え
、
自
分
が
来
月
洗
礼
を
受
け
る

こ
と
を
付
け
加
え
て
言
っ
た
。
そ
れ
を
聞
い
た
勝
呂
は
「
自
分
の
本
が
一
人
の

人
間
の
人
生
に
方
向
を
与
え
」
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。「
自
分
が
偽
善
的
な
人
間
の
よ
う
な
気
が
し
て
」
眼
を
伏
せ
、
出
口
で
蔑

む
よ
う
な
目
線
で
自
分
を
凝
視
し
て
い
る
男
（
小
針
）
の
冷
笑
を
薄
々
感
じ
な

が
ら「
誰
か
を
教
導
す
る
た
め
に
今
日
ま
で
小
説
を
書
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

基
督
教
を
宣
伝
す
る
た
め
に
小
説
家
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
自
己
否

定
を
し
た
。
勝
呂
は
自
分
の
「
心
の
中
心
部
に
あ
る
歯
車
が
不
意
に
狂
い
は
じ

め
た
」
と
感
じ
、
そ
の
「
狂
い
の
原
因
」
が
「
あ
の
授
賞
式
の
夜
か
ら
」
彼
の
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声
が
き
こ
え
る
乱
雑
そ
の
も
の
の
女
の
部
屋
に
寄
る
と
、
な
ぜ
か
妻
の
そ

ば
で
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
休
息
感
を
感
ず
る
と
い
う
話
だ
っ
た
。

勝
呂
は
「
酒
場
の
女
」
に
成
瀬
夫
人
を
重
ね
た
に
違
い
な
い
。
初
対
面
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
勝
呂
は
成
瀬
夫
人
と
大
胆
な
会
話
を
交
わ
し
、
し
か
も
妻
と
の

間
で
は
タ
ブ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
性
セ
ッ
ク
スも

話
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
彼
に

と
っ
て
新
鮮
且
つ
刺
激
的
で
、
短
編
小
説
の
中
の
「
妻
の
そ
ば
で
は
見
い
だ
せ

な
か
っ
た
休
息
感
」
を
感
じ
た
こ
と
は
想
像
し
や
す
い
。
こ
の
「
休
息
感
」
は

一
見
、「
い
い
夫
」
と
い
う
〈
仮
面
〉
を
剥
ぎ
取
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
に

戻
っ
て
、
自
分
ら
し
く
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
た
解
放
感
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
〈
仮
面
〉
の
正
体
は
実
は
夫
と
し
て
の

〈
責
任
〉
で
あ
り
、「
酒
場
の
女
」
の
「
乱
雑
そ
の
も
の
」
の
部
屋
に
寄
る
時
の

休
息
感
も
本
当
の
自
由
で
は
な
く
、責
任
逃
避
に
よ
る
偽
り
の
安
楽
で
あ
っ
て
、

そ
の
安
楽
の
た
め
に
妻
と
い
う
他
者
に
背
く
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
過
ぎ
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
勝
呂
は
明
ら
か
に
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ

か
ら
こ
そ
彼
は
「
妻
か
ら
あ
の
短
篇
を
連
想
し
た
自
分
が
」「
や
ま
し
か
っ
た
」

と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
勝
呂
が
妻
と
の
生
活
に
負
担
や
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
事
実
で
あ
る
。
あ
る
夜
、
自
分
の
老
い
と
死
に
関
す
る
夢
を
み
て
突
然

目
が
覚
め
、
隣
の
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
る
妻
の
「
置
時
計
の
音
」
の
よ
う
な
「
規

則
正
し
い
静
か
な
寝
息
」
が
聞
こ
え
る
。「
あ
の
置
時
計
の
音
は
〔
…
〕
彼
に

何
と
も
言
え
ぬ
安
ら
ぎ
を
与
え
」、「
彼
等
夫
婦
が
持
ち
え
た
平
和
な
落
ち
つ

を
覗
き
こ
み
、
そ
れ
を
吐
き
だ
す
小
説
家
だ
が
、
妻
と
の
生
活
で
は
必
要
な
限

界
を
こ
え
て
自
分
を
曝
け
だ
す
ま
い
と
し
た
。
そ
れ
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
家
庭

に
育
ち
、
修
道
女
の
い
る
学
校
を
出
た
妻
へ
の
い
た
わ
り
だ
っ
た
」、
と
い
う
。

三
十
年
以
上
も
継
続
し
て
い
る
「
い
い
夫
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
演
技
に
よ
る
も
の

だ
け
で
あ
る
と
は
想
像
し
難
い
。
た
と
え
演
技
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
家
庭

む
き
の
顔
」
は
勝
呂
に
と
っ
て
「
芝
居
で
も
偽
善
で
も
」
な
い
の
で
、
彼
は
意

図
的
で
は
な
く
無
意
識
的
に
「
い
い
夫
」
を
演
じ
て
き
た
と
し
か
言
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
た
だ
の
演
技
よ
り
も
、
そ
の
無
意
識
の
な
か
に
確
実
に
感

じ
ら
れ
る
の
は
、「
妻
へ
の
い
た
わ
り
」、
彼
女
を
不
安
に
さ
せ
た
く
な
い
思

い
や
り
、
ま
た
は
夫
と
し
て
夫
婦
間
の
平
和
と
均
衡
を
保
つ
〈
責
任
〉
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
今
の
勝
呂
の
気
持
ち
に
少
し
異
様
な
も
の
が
浮
上
し
て
き
た
。
あ

る
日
の
夕
暮
れ
、
掃
除
を
終
え
た
妻
は
「
頬
に
子
供
を
か
ら
か
う
よ
う
な
微
笑

を
う
か
べ
」、勝
呂
に
「
た
ま
に
は
教
会
に
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
と
ね
」
と
言
っ

た
。
妻
の
そ
の
顔
を
見
て
、
勝
呂
は
あ
る
外
国
の
短
編
小
説
を
思
い
出
し
た
。

そ
れ
は
一
人
の
中
年
男
と
妻
と
の
関
係
を
書
い
た
佳
作
で
あ
る
。
妻
は

文
字
通
り
や
さ
し
い
良
妻
で
、
夫
の
た
め
に
は
す
べ
て
を
不
足
な
く
や
っ

た
。
掃
除
は
行
き
届
き
、
シ
ー
ツ
は
い
つ
も
と
り
替
え
ら
れ
て
い
て
食
事

に
も
気
を
使
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
妻
を
男
は
有
難
い
と
感
謝
し
な
が
ら
、

な
ぜ
か
疲
れ
を
お
ぼ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
あ
る
酒
場
の
女

と
知
り
あ
っ
た
彼
は
そ
の
女
と
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
子
供
の
泣
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の
神
父
の
よ
う
な
声
」
を
出
し
て
、「
安
心
し
な
さ
い
」
と
答
え
た
。

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
基
づ
い
て
言
え
ば
、
勝
呂
が
置
か
れ
て
い
る
苦
境
は
決

し
て
彼
の
「
内
面
」
と
「
外
面
」
の
不
釣
り
合
い
で
簡
単
に
割
り
切
れ
る
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。
不
釣
り
合
い
な
ら
三
十
数
年
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
だ
。
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
と
し
て
の
悪
戦
苦
闘
も
そ
う
で
あ
り
、
家
庭
向
き
の
顔
で
妻

と
の
平
穏
を
保
つ
努
力
も
そ
う
で
あ
る
。む
し
ろ
勝
呂
は
使
命
を
全
う
す
る〈
責

任
感
〉、
他
者
を
傷
つ
け
ま
い
と
す
る
良
心
、
つ
ま
り
〈
意
味
〉
を
探
し
求
め
、

そ
れ
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
志
と
い
う
精
神
の
力
で
「
内
面
」と
「
外
面
」

を
統
合
し
て
き
た
の
だ
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「〈
何
の
た
め
に

生
き
る
か
〉
を
知
る
人
は
〈
い
か
に
生
き
る
か
〉
を
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
名
言
の
如
き
、
辛
さ
の
背
後
の
意
味
が
分
か
る
人
は
、
そ

の
辛
さ
を
耐
え
う
る
力
が
あ
る
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
と
し
て
の
成
功
や
夫
婦

生
活
の
円
満
は
正
に
勝
呂
が
絶
え
ず
〈
人
生
の
意
味
〉
の
実
現
に
力
を
注
ぎ
続

け
て
き
た
奨
励
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
力
は
勝
呂
の
人
格
の
力
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
し
、今
の
彼
は
そ
の
力
を
失
っ
て
い
る
。〈
意
味
〉が
見
え
な
く
な
っ

た
ば
か
り
か
、
か
つ
て
実
現
さ
れ
た
〈
意
味
〉
を
も
否
定
し
よ
う
と
す
る
別
の

力
に
掴
ま
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
実
存
分
析
で
さ

ら
に
勝
呂
の
心
理
・
精
神
状
態
を
分
析
し
、
彼
の
身
に
一
体
何
が
ど
の
よ
う
に

起
こ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

き
を
連
想
さ
せ
る
」。
だ
が
、「
な
ん
の
疑
い
も
な
く
両
親
や
兄
た
ち
の
愛
情

の
な
か
に
育
ち
、
結
婚
後
も
夫
の
仕
事
や
内
部
に
毫
も
疑
惑
を
持
た
な
い
で
き

た
女
の
寝
息
」
は
ま
た
、「
彼
に
時
に
は
羨
望
を
感
じ
さ
せ
、
決
し
て
口
に
出

し
た
こ
と
は
な
い
が
か
す
か
な
憎
し
み
さ
え
起
こ
さ
せ
る
」
の
で
あ
る
。

そ
の
「
か
す
か
な
憎
し
み
」
は
、
人
間
の
心
の
暗
闇
を
直
視
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
作
家
の
責
任
と
、
家
庭
の
平
和
平
穏
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
夫
の

責
任
と
の
ズ
レ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ズ
レ

に
よ
る
葛
藤
は
家
と
仕
事
場
を
分
け
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
解
決
で
き
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
勝
呂
夫
婦
は
三
十
年
以
来
も
こ
の
よ
う
に
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
生
活
を
送
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
老
い
と
死
の

陰
影
が
広
が
り
、「
贋
者
の
男
」
の
出
現
に
よ
る
不
意
打
ち
で
亀
裂
が
走
っ
た

勝
呂
の
世
界
と
、「
洗
濯
シ
ャ
ボ
ン
の
匂
い
の
す
る
」
妻
の
世
界
の
距
離
が
大

き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
説
の
終
盤
近
く
、
妻
と
散
歩
し
な
が
ら
、

勝
呂
は
思
う
。「
俺
は
、君
の
知
っ
て
い
る
よ
う
な
俺
じ
ゃ
な
い
。
お
前
に
言
っ

て
い
な
い
秘
密
が
あ
る
。
お
前
は
俺
と
そ
っ
く
り
の
男
が
い
て
、
そ
の
男
と
近

い
う
ち
に
会
う
こ
と
も
知
ら
な
い
。そ
の
男
は
い
や
ら
し
く
、醜
悪
で
…
…
」と
。

夫
の
沈
ん
だ
気
持
ち
を
察
し
て
、
妻
は
彼
に
顔
を
向
け
「
あ
な
た
…
…
ひ
ょ
っ

と
し
て
わ
た
く
し
に
何
か
お
話
し
に
な
り
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ

ん
？
」
と
不
安
そ
う
に
尋
ね
た
。「
皺
が
寄
っ
て
い
る
妻
の
眼
ぶ
た
を
見
な
が

ら
勝
呂
は
こ
の
眼
ぶ
た
を
泪
で
に
じ
ま
せ
た
く
は
な
い
、
と
思
っ
た
」。
妻
に

あ
の
世
界
を
見
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
思
い
で
、
勝
呂
は
「
告
白
所
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し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
周
り
の
人
た
ち
に
そ
れ
が
自
分
で
は
な
く
、

自
分
と
そ
っ
く
り
の
「
贋
者
」
に
過
ぎ
な
い
と
弁
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
ま
さ

か
本
当
に
自
分
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
か
す
か
な
疑
念
を
勝
呂
が
ひ
そ
か
に

抱
い
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
一
人
で
書
斎
に
い
る
と
き
、
鏡
に
映
っ
て
い

る
自
分
の
顔
を
眺
め
、「
人
生
の
疲
れ
が
残
っ
て
い
る
顔
。
黄
濁
し
た
眼
。
鬢

に
随
分
白
髪
が
混
じ
っ
て
い
る
」「
六
十
五
歳
の
顔
」、
こ
の
顔
が
「
あ
の
肖
像

画
と
ど
れ
だ
け
違
う
と
い
う
の
か
」、と
「
心
の
底
で
そ
う
問
う
も
の
が
あ
る
」。

こ
の
疑
念
を
さ
ら
に
強
め
、
勝
呂
の
心
を
か
き
乱
し
た
の
は
ミ
ツ
の
若
い
肉

体
に
対
す
る
彼
の
情
欲
で
あ
る
。
夢
の
中
で
、「
洗
面
所
の
鏡
に
（
ど
う
し
て

鏡
が
こ
の
頃
、
夢
の
中
に
た
び
た
び
出
て
く
る
の
か
、
ふ
し
ぎ
だ
っ
た
）
洗
い

ざ
ら
し
た
花
模
様
の
パ
ン
テ
ィ
だ
け
を
は
い
た
ミ
ツ
の
体
が
う
つ
っ
て
い
」る
。

「
勝
呂
が
扉
の
か
げ
に
か
く
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
て
」、ミ
ツ
は
わ
ざ
と「
少

女
に
し
て
は
あ
ま
り
に
慾
情
的
」な
笑
い
を
し
て
彼
に
「
奥
さ
ん
が
怒
る
も
ん
」

と
言
っ
た
。
夢
の
中
で
慾
情
的
な
表
情
を
し
て
い
る
ミ
ツ
は
明
ら
か
に
勝
呂
自

身
の
欲
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
無
論
、
こ
の
欲
望
の
背
後
に
は
命
に
対
す
る
渇

き
が
潜
ん
で
い
る
。）

12
（

し
か
し
、目
覚
め
た
後
も
「
ま
ぶ
た
の
裏
に
残
っ
て
い
る
」

こ
の
「
ニ
ッ
と
笑
っ
た
顔
」
は
、
模
範
的
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
作
家
勝
呂
を
困
ら

せ
、
不
安
さ
せ
る
に
は
十
分
す
ぎ
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
明
確
な
証
拠
と
な
る

の
は
、
夢
の
中
に
出
て
く
る
、
他
の
誰
か
に
見
ら
れ
る
可
能
性
を
、
そ
し
て
そ

の
可
能
性
に
対
す
る
苛
立
ち
を
暗
示
す
る
鏡
で
あ
ろ
う
。
夢
の
中
の
鏡
に
映
っ

て
い
る
の
は
ミ
ツ
の
顔
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
顔
に
い
や
ら
し
い
表
情
を
浮

三
、
勝
呂
の
心
理
・
精
神
状
態

単
刀
直
入
に
い
う
と
、
勝
呂
の
「
影
」
の
出
現
か
ら
最
後
の
ホ
テ
ル
で
の
本

人
と
の
合
体
に
至
る
全
過
程
を
、〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
＝
〈
悪
〉

の
衝
動
が
意
識
化

0

0

0

さ
れ
る
過
程
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

授
賞
式
の
夜
、
人
生
の
頂
点
に
立
つ
勝
呂
は
、
な
ぜ
か
三
十
数
年
前
に
、
彼

の
小
説
が
「
本
物
で
は
な
い
」、「
胡
散
臭
い
」
と
酷
評
し
た
斯
波
と
い
う
男
の

言
葉
が
再
び
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
し
て
今
に
な
っ
て
も
、
そ
の
「
言
葉
を
は

ね
か
え
せ
ぬ
何
か
を
自
分
に
感
じ
て
い
」
る
。
勝
呂
は
、
そ
れ
は
自
分
が
い
ま

ま
で
の
作
品
に
お
い
て
、
救
わ
れ
る
よ
う
な
「
罪
」
は
随
分
書
い
た
が
、「
悪
」

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
書
い
て
こ
な
か
っ
た
の
が
原
因
だ
、
と
誰
よ
り
も
わ

か
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
も
う
一
度
真
剣
に
「
悪
の
問
題
」
に
向
き
合
っ
て

い
こ
う
と
す
る
勝
呂
の
決
心
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
分
身
た
る
男
が
最
初

に
現
れ
る
の
は
こ
の
時
で
あ
る
。
そ
の
後
、
勝
呂
が
六
本
木
の
如
何
わ
し
い
店

に
出
入
り
し
て
い
る
噂
が
広
が
り
、
画
中
人
物
が
い
や
ら
し
い
表
情
を
し
て
い

る
と
い
う
「
Ｓ
の
肖
像
」
が
糸
井
素
子
と
石
黒
比
奈
の
展
覧
会
で
確
認
さ
れ
、

分
身
た
る
男
は
あ
た
か
も
徐
々
に
頻
繁
に
姿
を
現
す
こ
と
で
自
分
の
実
在
を
勝

呂
に
宣
告
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
遂
に
、
勝
呂
が
出
版
社
主
催
の
講
演
会

で
ス
ピ
ー
チ
し
て
い
る
最
中
、「
影
」
が
不
意
に
入
口
の
と
こ
ろ
で
姿
を
現
し
、

さ
ら
に
勝
呂
の
意
識
に
侵
入
し
て
彼
の
「
偽
善
」
を
嘲
り
、
失
語
さ
せ
る
よ
う

な
一
撃
を
与
え
た
。
一
方
で
、
勝
呂
自
身
も
こ
の
「
贋
者
」
を
捕
ま
え
、
対
決
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ま
で
彼
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
勝
呂
は
自
分
自

身
を
意
識
し
す
ぎ
て
、〈
過
剰
自
己
観
察
〉（H

y
perreflexion

））
14
（

と
い
う
状
態

に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
勝
呂
がS

M

の
快
楽
に
溺
れ
て
い
る
糸
井
素
子
の

顔
や
彼
女
が
描
い
た
絵
を
思
う
時
、
心
に
浮
か
ん
だ
「
渦
巻
き
を
じ
っ
と
見
て

い
る
と
、
次
第
に
自
分
も
そ
の
赤
い
中
心
点
に
向
か
っ
て
吸
収
さ
れ
て
い
く
感

覚
」
は
、
ま
さ
に
〈
過
剰
自
己
観
察
〉
に
よ
る
悪
循
環
を
予
言
的
に
語
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め
て
言
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。勝
呂
は
自
分
の
中
に
潜
ん
で
い
る〈
ネ

ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
＝
〈
悪
〉
の
衝
動
を
意
識
化
す
る
。
こ
れ
は
「
影
」

の
出
現
か
ら
本
人
と
の
合
体
に
至
る
全
過
程
を
貫
い
て
い
る
。
そ
の
過
程
の
中

で
、勝
呂
は
自
分
の
中
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉

に
だ
け
注
目
し
て
し
ま
い
、
次
第
に
〈
過
剰
自
己
観
察
〉
と
い
う
心
理
・
精
神

状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
。〈
自
分
の
中
に
も
悪
が
あ
る
の
か
〉、〈
自
分
も
あ
の

肖
像
画
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
い
や
ら
し
い
顔
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
〉、

〈
如
何
わ
し
い
店
を
出
入
り
し
て
い
る
奴
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
僕
自
身
な
の
で
は

な
い
か
〉、〈
僕
に
は
、
ミ
ツ
を
犯
そ
う
と
す
る
欲
望
が
や
は
り
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
〉
と
絶
え
ず
考
え
て
は
確
認
し
、〈
人
生
の
意
味
〉
の
代
り
に
意
識
層

で
志
向
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
を
さ
ら
に
強

化
し
、
増
大
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。〈
分
身
〉、〈
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
〉、

か
つ
て
〈
人
格
分
裂
〉
と
呼
ば
れ
て
い
た
解
離
性
同
一
性
障
害
の
徴
候
な
ど
は

こ
の
作
品
お
い
て
は
単
な
る
メ
タ
フ
ァ
ー
表
現
に
過
ぎ
な
い
と
は
い
え
、
勝
呂

か
べ
た
の
は
畢
竟
勝
呂
自
身
な
の
だ
。

濃
霧
の
夜
に
出
か
け
、
風
邪
を
引
い
た
勝
呂
は
ミ
ツ
の
看
病
を
受
け
る
。
勝

呂
に
は
、「
ニ
ッ
と
し
た
笑
み
を
う
か
べ
た
」
ミ
ツ
の
顔
に
「
大
人
に
甘
え
る
」

少
女
の
仕
草
と
「
男
を
誘
う
」
女
の
媚
態
と
の
両
方
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
微
か
な
怯
え
が
勝
呂
を
自
制
さ
せ
た
。
ベ
ッ
ド
に
入
り
、「
冷

え
た
両
足
を
蠅
の
よ
う
に
こ
す
り
な
が
ら
、や
が
て
ま
た
睡
魔
に
身
を
任
せ
た
。

夢
の
中
で
彼
は
ミ
ツ
の
頬
に
自
分
の
醜
い
頬
を
こ
す
り
つ
け
て
い
た
。
ま
る
で

そ
う
や
れ
ば
も
う
短
い
自
分
の
人
生
が
一
年
で
も
二
年
で
も
伸
び
る
よ
う
な
希

望
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
」。
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
体
系
に
お
い
て
、「
蠅
」
は
よ

く
「
悪
魔
の
手
先
」
を
暗
示
す
る
。）

13
（

「
蠅
」
で
自
分
の
動
作
を
形
容
し
、
神
の

国
は
自
分
に
遠
い
存
在
だ
と
心
か
ら
思
っ
た
勝
呂
は
、
も
う
長
く
な
い
晩
年
に

対
す
る
苦
し
み
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
の
苦
し
み
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
「
悪
」

を
も
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
る
。

し
か
し
、
勝
呂
は
意
識
し
す
ぎ
た

0

0

0

0

0

0

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
は
「
今
ま

で
築
い
た
自
分
の
世
界
を
揺
さ
振
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
い
さ
さ
か
懐
疑
的
な

色
合
い
を
帯
び
た
思
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、勝
呂
は
こ
の
思
い
を
追
い
か
け
、

自
分
の
心
の
中
で
、
夢
の
中
で
、
人
生
の
隅
々
で
自
分
の
「
影
」
を
探
し
出
そ

う
と
し
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
思
い
が
徐
々
に
手
掌
に
収
ま
ら
な
い
ほ
ど
大
き

く
な
り
、
勝
呂
を
引
き
付
け
、
誘
導
し
、
破
滅
の
瀬
戸
際
に
連
れ
て
い
き
、
完

全
に
彼
の
世
界
を
崩
し
か
け
て
い
た
。
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
分

身
た
る
男
に
せ
よ
誘
惑
的
な
ミ
ツ
に
せ
よ
、
勝
呂
が
意
識
し
て
い
る
の
は
あ
く
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そ
の
も
の
に
対
し
て
不
安
な
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
対
し
て
不
安
な
の

だ
。）

17
（

従
っ
て
、
自
己
中
心
的
な
心
理
・
精
神
状
態
で
自
分
自
身
に
対
す
る
不
安

を
抑
え
よ
う
と
す
る
試
み
は
ま
る
で
火
に
油
を
注
ぐ
如
き
、
結
局
は
そ
の
不
安

の
破
壊
力
を
更
に
増
幅
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、〈
過
剰
自
己

観
察
〉
は
〈
強
迫
神
経
症
〉
と
は
全
く
違
う
概
念
で
あ
り
、
ま
た
〈
過
剰
自
己

観
察
〉
は
必
ず
し
も
〈
強
迫
神
経
症
〉
を
引
き
起
こ
す
と
は
限
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、〈
過
剰
自
己
観
察
〉
は
端
的
に
言
え

ば
、
注
意
が
専
ら
自
分
自
身
あ
る
い
は
自
分
の
状
態
だ
け
に
向
け
ら
れ
る
、
と

い
う
自
己
中
心
的
な
態
度
の
問
題
で
あ
り
、
病
気
な
ど
で
は
な
い
。
一
方
で
、

〈
強
迫
神
経
症
〉（
強
迫
症
）
は
確
実
に
治
療
（
場
合
に
よ
っ
て
は
薬
物
療
法
）

の
必
要
性
が
あ
る
精
神
疾
患
で
あ
り
、
患
者
の
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
し
た

り
、
苦
痛
を
感
じ
さ
せ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
重
要
診
断
基
準
の
一
つ
で

あ
る
。
論
者
が
勝
呂
の
今
の
心
理
・
精
神
状
態
を
分
析
す
る
の
に
こ
の
概
念
を

用
い
た
の
は
、
彼
が
強
迫
神
経
症
を
罹
患
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で

は
な
く
、
勝
呂
が
今
こ
だ
わ
っ
て
い
る
〈
自
分
の
中
に
悪
が
潜
ん
で
い
る
〉
と

い
う
考
え
が
侵
入
的
且
つ
不
適
切
な
も
の
で
、
す
な
わ
ち
強
迫
観
念
的0

な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
い
た
め
で
あ
る
。
従
っ
て
、
よ
り
厳
密
に
い
う
と
、

勝
呂
が
今
体
験
し
て
い
る
異
常
は
、〈
強
迫
神
経
症
〉
そ
の
も
の
と
は
言
い
切

れ
な
い
が
、〈
強
迫
神
経
症
的0

〉
な
非
日
常
状
態
な
の
だ
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

に
は
確
か
に
あ
る
種
の
異
常
が
見
ら
れ
る
。
強
い
て
精
神
病
学
用
語
を
用
い
て

言
え
ば
、〈
強
迫
神
経
症
〉）

15
（

が
あ
る
程
度
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

患
者
は
、
押
し
寄
せ
て
く
る
強
迫
観
念
に
圧
迫
さ
れ
、
強
迫
観
念
を
抑

圧
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
反
応
を
示
す
。
つ
ま
り
患
者
は
、
逆
圧
を
か
け

よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
逆
圧
は
、
も
と
も
と
の
圧
迫
を
一
層
強
く

す
る
だ
け
で
あ
る
。
再
び
循
環
が
成
立
し
、再
び
患
者
は
悪
循
環
に
陥
る
。

〔
…
〕
強
迫
神
経
症
の
特
徴
は
闘
う
こ
と
で
あ
り
、
強
迫
観
念
に
抵
抗
す

る
こ
と
で
あ
る
。〔
…
〕患
者
は
、強
迫
観
念
が
単
な
る
神
経
症
で
は
な
く
、

精
神
病
の
徴
候
な
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
り
、
犯
罪
的
な
内
容
の

強
迫
観
念
を
実
行
に
移
し
て
、
だ
れ
か
――
他
人
か
自
分
か
――
に
危
害

を
加
え
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の

場
合
も
、
強
迫
神
経
症
の
患
者
は
、
不
安
そ
の
も
の
に
対
し
て
不
安
な
の

で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
対
し
て
不
安
な
の
で
あ
る
。）

16
（

分
身
た
る
男
は
つ
ま
り
、〈
自
分
が
と
ん
で
も
な
い
悪
い
こ
と
、
不
道
徳
な

こ
と
、
他
人
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
〉
と
い
う
強
迫

0

0

観
念

0

0

（
圧
迫
）
に
当
た
る
。
そ
の
男
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
そ
の
男
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
強
迫
観
念
と
対
決
す
る

こ
と
（
逆
圧
）
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
勝
呂
は
何
に
よ
っ
て
闘
っ
て
い
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
時
々
刻
々
と
自
分
の
状
態
を
確
認
す
る
と
い
う
〈
過
剰
自
己
観

察
〉、
つ
ま
り
あ
る
種
の
〈
自
己
中
心
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
右
に
引
用
し
た

フ
ラ
ン
ク
ル
の
定
義
に
倣
っ
て
言
う
と
、勝
呂
は〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
〉＝
〈
悪
〉
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小
化
し
、
人
間
性
を
破
壊
し
て
し
ま
う
よ
う
な
大
き
な
も
の
、
即
ち
「
ス
キ
ャ

ン
ダ
ル
」
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。

勝
呂
に
と
っ
て
の
救
い
の
可
能
性
は
果
た
し
て
何
処
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本

来
、〈
過
剰
自
己
観
察
〉
が
原
因
で
ス
ト
レ
ス
を
感
じ
て
、〈
精
神
障
害
的0

〉
な

症
状
が
出
た
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
、自
分
自
身
の
外
に
あ
る
〈
意
味
〉
や
〈
使
命
〉

ま
た
は
〈
他
者
〉
に
目
を
向
け
さ
せ
、精
神
の
次
元
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
、

当
人
が
自
ら
〈
自
己
超
越
（S

elbst-Tran
szen

den
z

）〉）
18
（

の
能
力
を
発
揮
で
き

る
よ
う
に
導
く
の
が
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
の
一
般
操
作
で
あ
り
、
目
標
で
あ
る
。
こ

の
目
標
を
最
終
的
に
達
成
す
べ
く
、
先
ず
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
自
分
の
置
か
れ

た
状
況
・
苦
境
か
ら
距
離
を
取
っ
て
、
客
観
的
な
位
置
か
ら
今
自
分
を
制
約
し

て
い
る
問
題
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
い

わ
ゆ
る
〈
自
己
距
離
化
（S

elbst-D
istan

zieru
n

g

）〉
の
こ
と
で
あ
る
。

実
は
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
中
で
、
勝
呂
は
一
度
〈
自
己
距
離
化
〉
を
実

現
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
妻
と
一
緒
に
二
十
年
ぶ
り
に

長
崎
へ
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
を
通
し
て
で
あ
る
。「
こ
の
冬
か
ら
襲
っ
て
き
た

い
く
つ
か
の
出
来
事
に
、
次
第
に
不
安
を
つ
の
ら
せ
た
。
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
妻
と
二
人
き
り
に
な
り
た
か
っ
た
し
、
二
人
で
静
か
な
土
地
で
何
日
間
か

を
過
ご
し
た
か
っ
た
」。
東
京
を
離
れ
、
成
瀬
夫
人
や
贋
者
な
ど
〈
悪
〉
に
つ

な
が
る
一
切
の
も
の
を
離
れ
て
、
勝
呂
は
長
崎
の
地
で
再
び
「
あ
た
た
か
い
幸

福
感
が
体
の
内
側
か
ら
湧
い
て
拡
が
っ
て
く
る
の
を
感
じ
た
」。
ま
た
妻
と
い

う
〈
他
者
〉
に
対
し
て
、
勝
呂
は
、
こ
の
夫
婦
二
人
き
り
の
旅
行
に
は
「
共
同

お
わ
り
に

勝
呂
の
心
理
・
精
神
状
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
地
点
で
、
ま
た
新
た
な
問
題

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
勝
呂
を
破
滅

の
淵
の
一
歩
前
ま
で
に
追
い
詰
め
た
の
は
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
そ

の
も
の
の
力
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
勝
呂
自
身
の
不
健
康
な
心
理
・
精
神
状

態
な
の
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
る
と
、『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お

け
る
「
悪
の
問
題
」
は
単
に
「
悪
の
発
見
」
に
止
ま
ら
ず
、〈
悪
〉
を
意
識
化

し
た
あ
と
如
何
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
「
悪
の
認
識
」
あ
る
い
は
〈
悪
〉
に
対

す
る
態
度
の
問
題
に
も
繋
が
っ
て
い
く
。
逆
に
言
う
と
、〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア

的
な
傾
向
〉
は
、
必
ず
し
も
強
迫
観
念
に
な
っ
て
強
迫
神
経
症
を
引
き
起
こ
す

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
た
と
え
人
間
の
無
意
識
に
潜
む
普
遍
的
な
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、全
て
の
人
を
犯
罪
に
走
ら
せ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
勝
呂
に
見
る
〈
強
迫
神
経
症
的
〉
な
危
機
は
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
都
合
上
、
詳
し
い
考
察
は
続
稿
に
譲
る
し
か
な
い
が
、

簡
単
に
言
え
ば
、
勝
呂
の
中
に
強
迫
観
念
の
「
種
」
を
蒔
い
た
の
は
主
と
し
て

東
野
と
い
う
精
神
分
析
学
者
と
成
瀬
夫
人
の
二
人
で
あ
り
な
が
ら
、
勝
呂
自
身

も
そ
の
「
種
」
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
「
土
壌
」
を
用
意
し
て
、「
種
」
の
芽

生
え
か
ら
成
熟
ま
で
の
「
成
長
」
に
一
翼
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
論

じ
て
き
た
〈
過
剰
自
己
観
察
〉
は
正
に
そ
の
「
種
」
の
成
長
を
促
す
た
め
の
最

高
の
養
分
と
な
る
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
そ
の
「
種
」
は
、
人
の
人
格
を
矮
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注（
1
）「
た
ま
し
い
へ
の
通
路
と
し
て
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」『
世
界
』（
一
九
八
六
年
八
月
号
）、

後
に
新
潮
文
庫
版
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』（
一
九
八
九
年
一
一
月
）
の
「
解
説
」
と
し
て

収
録
さ
れ
る
。

（
2
）
フ
ラ
ン
ク
ル
と
遠
藤
と
の
関
連
性
、
フ
ラ
ン
ク
ル
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
遠
藤
周
作
『
死
海
の
ほ
と
り
』
に
お
け
る
「
美
し
い
世
界
」
の
意
味
―
フ
ラ

ン
ク
ル
『
夜
と
霧
』
を
手
が
か
り
に
―
」（『
近
代
文
学
試
論
』
第
五
五
号
、
二
〇
一
七

年
一
二
月
）
を
参
照
頂
き
た
い
。

（
3
）
実
存
分
析
（E

xisten
zan

aly
ze

）
は
、
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
（L

og
oth

erapie

）
の
人
間

学
や
哲
学
の
部
分
で
あ
り
、
治
療
法
の
理
論
基
礎
で
あ
る
。

（
4
）「
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
け
る
「
悪
の
問
題
」
―
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ

ラ
ン
ク
ル
と
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・

フ
ロ
ム
の
言
説
を
手
が
か
り
に
」（『
遠
藤
周
作
研
究
』

第
一
三
号
、二
〇
二
〇
年
九
月
。）『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
け
る
〈
悪
〉
を
、エ
ー
リ
ッ

ヒ
・
フ
ロ
ム
が
定
義
し
た
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
〉
と
い
う
概
念
を
用
い
て
考
察
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
5
）
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
『
悪
に
つ
い
て
』（
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。『
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
』の
中
で
、精
神
分
析
派
心
理
学
者
で
あ
る
東
野
に
よ
る
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

「
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
人
間
は
〔
…
〕
自
己
破
滅
や
下
降
や
堕
ち
て
い
く
傾
向
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
傾
向
が
強
く
な
る
と
無
生
物
や
無
機
物
の
状
態
に
戻
ろ
う
と
す
る
強

い
欲
望
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。」

（
6
）
徳
村
歩
「
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
考
察
―
―
両
性
の
非
対
称
と
悪
の
構
造

に
つ
い
て
」（『
沖
縄
国
際
大
学
語
文
と
教
育
の
研
究
』
第
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）。

（
7
）
虎
岩
正
純
「
重
層
性
の
寓
話
―
―
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』『
深
い
河
』
論
」（『
国
文
学
　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
三
年
一
〇
月
）。

（
8
）「
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
論
―
勝
呂
の
〈
二
面
性
〉
と
加
虐
の
〈
慾
望
〉
―
」

（『
遠
藤
周
作
研
究
』
第
一
一
号
、
二
〇
一
八
年
九
月
）。

で
長
い
苦
労
を
重
ね
た
者
だ
け
が
知
っ
て
い
る
深
い
連
帯
感
と
信
頼
感
が
含
ま

れ
て
い
て
」、
改
め
て
「
こ
の
女
を
人
生
の
伴
侶
に
し
た
こ
と
に
満
足
し
た
」

と
い
う
。

し
か
し
、
物
理
的
に
東
京
の
日
常
か
ら
離
れ
、〈
過
剰
自
己
観
察
〉
の
問
題

が
一
時
的
に
そ
れ
ほ
ど
深
刻
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
の
、〈
悪
〉
に
関

す
る
強
迫
観
念
は
勝
呂
の
心
か
ら
去
ら
な
か
っ
た
。「
死
ぬ
時
も
神
さ
ま
に
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
言
え
そ
う
な
気
が
す
る
わ
」
と
言
っ
た
妻
を
見
て
、
勝

呂
は
ま
た
糸
井
素
子
や
成
瀬
夫
婦
の
い
る
「
あ
の
世
界
」
を
思
い
出
し
、
妻
に

「
お
前
は
い
い
な
あ
」「
羨
ま
し
い
よ
」
と
言
っ
て
嘆
息
を
洩
ら
し
た
。
勝
呂
は

〈
悪
〉
の
強
迫
観
念
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
れ
を
認
識

し
て
お
ら
ず
、〈
悪
〉
を
凝
視
し
よ
う
と
す
る
欲
望
が
作
家
と
し
て
「
三
十
年

以
上
も
活
き
つ
づ
け
て
い
る
う
ち
に
」
自
分
の
本
能

0

0

に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。
勝
呂
に
と
っ
て
の
救
い
は
、
元
々
は
「
種
」
で
し
か
な
い

が
、
徐
々
に
彼
を
支
配
す
る
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
〈
悪
〉
の
強
迫
観
念

を
根
元
か
ら
抜
き
取
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
今

の
勝
呂
に
と
っ
て
そ
れ
は
自
力
だ
け
で
ど
う
に
か
で
き
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。
詳
し
く
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
悪
の
暗
闇

に
堕
ち
か
け
る
勝
呂
は
、〈
他
者
〉
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
つ
ま
り
〈
他
者
〉

の
力
に
よ
っ
て
、〈
悪
〉
の
強
迫
観
念
に
よ
る
支
配
か
ら
脱
出
し
、「
我
に
返
っ

た
」
の
で
あ
る
。
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不
幸
な
出
来
事
に
出
遭
っ
た
り
す
る
と
、
話
題
は
そ
の
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
し
ま

い
、
自
分
の
自
己
憐
憫
で
周
囲
の
人
が
辟
易
し
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と

は
気
づ
か
な
い
わ
け
で
す
。」（
勝
田
茅
生
『
神
経
症
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
Ⅰ
』
株
式
会
社

シ
ス
テ
ム
パ
ブ
リ
カ
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）

（
15
）D

S
M

-5

（D
iag

n
ostic an

d S
tatistical M

an
u

al of M
en

tal D
isorders

：
精
神
疾

患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
五
版
、
二
〇
一
四
年
）
に
お
け
る
正
式
な
名
称
は

強
迫
症
で
あ
る
。

（
16
）
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
宿
命
を
超
え
て
、
自
己
を
超
え
て
』（
山
田
邦
男
・

松
田
美
佳
訳
、
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
、
一
五
九
頁
）。

（
17
）
勝
呂
は
成
瀬
夫
人
に
見
ら
れ
る
〈
ネ
ク
ロ
フ
ィ
リ
ア
的
な
傾
向
〉
に
対
し
て
は
あ
ま

り
不
安
に
な
ら
ず
、
却
っ
て
興
味
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
彼

の
不
安
は
〈
悪
〉
そ
の
も
の
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

（
18
）「『
自
己
超
越
』
と
い
う
の
は
、
人
間
が
自
分
自
身
を
超
え
て
、
自
分
自
身
で
は
な
い

何
か
、
何
か
の
対
象
化
誰
か
他
の
人
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。
つ
ま
り
実
現

す
る
こ
と
に
価
値
の
あ
る
意
味
に
向
か
っ
て
、あ
る
い
は
、自
分
の
出
会
っ
た
周
囲
の
人
間

に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
な
の
で
す
。」（D

er W
ille zum

 Sinn: A
usgew

äge Vorträge 

über L
ogotherapie

, P
iper Verlag

, M
ün

ch
en

, 4. A
u

lf. 1997.

　
訳
文
は
勝
田
茅
生

『
危
機
の
克
服
と
予
防
』（
シ
ス
テ
ム
パ
ブ
リ
カ
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）
に
よ
る
。）

〔
付
記
〕

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
度
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
中
国
支
部
大
会
（
二
〇
二
〇
年

一
二
月
二
六
日
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
基
に
大
幅
修

正
し
た
も
の
で
あ
る
。『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
本
文
引
用
は
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
第
四

巻
（
新
潮
社
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

―
に
い
・
ら
く
ひ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―

（
9
）「
覆
わ
れ
し
も
の
で
顕
わ
れ
ざ
る
も
の
な
く
、
隠
さ
れ
た
も
の
で
知
ら
れ
ざ
る
も
の

は
な
し
」。
霧
の
夜
、
勝
呂
が
異
常
な
心
情
で
聖
書
か
ら
抜
書
き
し
た
聖
句
で
あ
る
。

聖
書
原
文
は「
だ
か
ら
、彼
ら
を
恐
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
お
お
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

現
さ
れ
な
い
も
の
は
な
く
、
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
で
知
ら
れ
ず
に
済
む
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
。」（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
一
〇
章
二
六
節
、
新
改
訳
）

（
10
）
フ
ラ
ン
ク
ル
の
用
語
、「
人
間
に
特
有
の
現
象
を
人
間
以
下
の
現
象
に
還
元
し
た
り
、

あ
る
い
は
人
間
以
下
の
現
象
か
ら
人
間
に
特
有
の
現
象
を
演
繹
し
た
り
す
る
、
見
せ

か
け
の
学
問
的
方
法
」
を
「
下
位
人
間
主
義
」
と
定
義
す
る
。（『
意
味
へ
の
意
志
』
山

田
邦
男
監
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
二
年
七
月
、
二
一
〇
頁
）
を
参
照
。

（
11
）「
人
生
に
お
い
て
は
、
誰
も
が
自
分
に
し
か
で
き
な
い
仕
事
、
そ
の
人
に
成
就
さ
れ

る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
具
体
的
な
使
命
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
他
の
人
が
代
わ

り
に
果
た
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
そ
の
人
の
人
生
で
ふ
た
た
び
く
り
か
え
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
と
っ
て
、
い
ま
こ
こ
に
あ
る

意
味
あ
る
課
題
は
、
こ
の
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
た
可
能
性
と
同
様
、
か

け
が
え
の
な
い
唯
一
の
も
の
な
の
で
す
。」（
フ
ラ
ン
ク
ル
『
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
ー
の
エ
ッ
セ

ン
ス
　

18
の
基
本
概
念
』
赤
坂
桃
子
訳
、
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）

（
12
）
大
塩
香
織
「
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
論
―
勝
呂
の
〈
二
面
性
〉
と
加
虐
の
〈
慾

望
〉
―
」（
前
掲
）、
ま
た
は
拙
論
「
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
け
る
「
悪
の

問
題
」
―
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
と
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
の
言
説
を
手
が

か
り
に
―
」（
前
掲
）
を
参
照
。

（
13
）
兼
子
盾
夫
『
遠
藤
周
作
の
世
界
―
シ
ン
ボ
ル
と
メ
タ
フ
ァ
ー
―
』（
教
文
館
、

二
〇
〇
七
年
八
月
、
一
三
三
頁
）

（
14
）「〈
過
剰
自
己
観
察
〉
と
い
う
の
は
、
そ
の
名
の
通
り
、〈
自
分
自
身
も
し
く
は
自
分

を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
過
剰
に
考
え
を
め
ぐ
ら
す
態
度
〉
で
す
。
一
般
的
に
他
人

の
こ
と
よ
り
も
、
自
分
自
身
に
対
す
る
関
心
が
非
常
に
強
く
、
自
分
〔
…
〕
の
状
況

を
た
え
ず
観
察
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ひ
と
た
び
何
か
の
病
気
に
か
か
っ
た
り
、


