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誰
の
せ
い
で
も
な
い
 
あ
な
た
が
こ
の
街
で
 
 

暮
ら
せ
な
い
こ
と
わ
か
っ
て
た
の
 
 

な
ん
ど
も
悩
ん
だ
わ
 
だ
け
ど
私
こ
こ
を
 
 

離
れ
て
暮
ら
す
こ
と
出
来
な
い
 
 

（
森
満
干
里
「
渡
良
瀬
橋
」
よ
り
）
 
 

Ⅰ
 
は
じ
め
に
 
 

福
永
武
彦
の
『
廃
市
』
 
（
「
婦
人
の
友
」
昭
和
三
十
四
年
七
月
～
九
月
）
 
 

の
主
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
恋
愛
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
特
に
 
 

清
水
徹
氏
は
ジ
イ
ド
の
『
狭
き
門
』
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
上
で
（
愛
の
 
 

三
角
形
）
と
し
て
い
る
。
（
新
潮
文
庫
『
廃
市
・
飛
ぶ
男
』
解
説
）
確
か
 
 

に
こ
の
作
品
に
は
、
「
直
之
」
と
そ
の
妻
で
あ
る
「
郁
代
」
、
そ
し
て
「
郁
代
」
 
 

の
妹
の
「
安
子
」
、
さ
ら
に
愛
人
と
も
呼
べ
る
「
秀
」
と
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
 
 

た
恋
愛
関
傾
が
措
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
と
「
安
子
」
 
 

と
の
恋
愛
も
同
時
に
善
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
も
す
る
と
「
如
 
 

何
に
も
あ
り
ふ
れ
た
家
庭
悲
劇
」
の
よ
う
に
見
え
る
こ
の
恋
愛
関
係
を
、
 
 

『
廃
市
』
試
解
 
 

－
小
説
の
中
の
廃
墟
・
あ
る
い
は
廃
墟
と
し
て
の
小
説
－
 
 

特
殊
な
も
の
と
t
て
い
る
の
が
、
舞
台
で
あ
る
「
廃
市
」
で
は
な
い
だ
ろ
 
 

う
か
。
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
廃
市
」
と
い
う
閉
ざ
さ
れ
 
 

た
空
間
こ
そ
が
、
こ
の
作
品
に
「
其
の
悲
劇
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
 
 

い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
廃
市
」
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
考
察
し
 
 

て
い
．
き
た
い
。
 
 

Ⅱ
 
「
廃
市
」
、
あ
る
い
は
「
廃
墟
」
 
 
 

こ
の
作
品
の
舞
台
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
柳
川
市
と
考
え
ら
れ
る
 
 

が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
福
永
自
身
が
短
編
集
『
廃
市
』
 
（
昭
和
三
十
五
年
 
 

七
月
、
新
潮
社
刊
）
 
の
「
後
記
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

僕
は
北
原
白
秋
の
「
お
も
ひ
で
」
序
文
か
ら
こ
の
言
葉
を
借
り
て
来
 
 
 

た
が
、
白
秋
が
そ
の
郷
里
柳
河
を
廃
市
と
呼
ん
だ
の
に
対
し
て
、
僕
の
 
 
 

作
品
の
舞
台
は
全
く
架
空
の
場
所
で
あ
る
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が
、
同
じ
 
 
 

ロ
マ
ネ
ス
ク
な
発
想
で
も
白
秋
と
僕
と
で
は
ま
る
で
違
う
か
ら
、
ど
う
 
 
 

か
n
O
W
h
e
r
e
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
 
 
 

柳
川
は
モ
デ
ル
で
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
作
品
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は
架
空
の
場
所
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
「
廃
市
」
と
は
ど
 
 

の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
に
「
廃
市
」
と
い
 
 

う
言
葉
が
登
場
す
る
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
が
十
年
前
に
訪
れ
た
 
 

町
が
火
事
に
な
っ
た
と
い
う
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
時
で
あ
っ
た
。
 
 

僕
は
そ
れ
を
読
み
な
が
ら
、
僕
が
そ
の
町
で
識
り
合
っ
た
人
た
ち
の
 
 
 

こ
と
を
思
い
、
あ
の
町
も
と
う
と
う
廃
市
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
 
 
 

う
か
と
考
え
た
。
も
と
も
と
廃
墟
の
よ
う
な
寂
し
さ
の
あ
る
、
ひ
つ
そ
 
 
 

り
と
し
た
田
舎
の
町
だ
っ
た
。
 
 
 

「
廃
市
」
と
い
う
言
葉
と
類
似
し
た
言
葉
に
、
こ
こ
に
あ
る
「
廃
墟
」
 
 

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
必
ず
し
も
「
廃
墟
」
と
「
廃
市
」
は
同
一
の
も
の
 
 

と
は
言
え
な
い
が
、
そ
こ
に
は
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

例
え
ば
、
富
永
茂
樹
氏
は
『
都
市
の
憂
鬱
－
感
情
の
社
会
学
の
た
め
に
ー
』
 
 

（
新
曜
社
刊
）
 
の
中
で
「
廃
墟
」
と
い
う
も
の
が
十
八
世
紀
に
お
い
て
絵
 
 

画
や
文
学
の
蓮
材
と
し
て
格
別
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
 
 

上
で
、
「
廃
墟
」
に
求
め
て
い
、
た
も
の
は
「
甘
美
な
憂
鬱
」
で
あ
る
と
し
 
 

て
い
る
。
そ
れ
は
福
永
の
言
う
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
発
想
」
に
通
じ
る
も
の
 
 

が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
感
情
を
生
み
出
す
の
は
、
「
時
の
手
」
 
 

で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
廃
墟
の
憂
鬱
は
何
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
の
か
。
廃
墟
 
 
 

に
憂
鬱
で
甘
美
な
感
情
を
蒔
く
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
「
時
の
手
」
で
 
 
 

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
時
間
と
い
う
も
の
が
す
ぎ
去
っ
て
も
と
に
は
戻
 
 
 

ら
な
い
こ
と
を
ひ
と
に
示
す
が
ゆ
え
に
、
廃
墟
は
憂
鬱
な
気
分
を
か
も
 
 
 

し
出
す
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
過
去
の
栄
光
と
現
在
の
寂
蓼
と
の
対
照
、
 
 
 

二
つ
の
時
間
の
間
の
決
定
的
な
断
絶
を
感
じ
と
る
。
 
 
 

か
つ
て
栄
え
た
町
も
や
が
て
衰
え
て
い
く
。
そ
こ
に
時
間
の
カ
ヤ
人
間
 
 

の
無
力
さ
見
い
だ
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
舞
台
の
町
 
 

も
か
つ
て
は
栄
え
た
も
の
の
今
で
は
死
ん
だ
よ
う
な
町
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

ま
た
、
富
永
氏
は
「
廃
墟
」
が
好
ま
れ
た
理
由
と
し
て
、
十
人
世
紀
の
人
々
 
 

に
あ
っ
た
「
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
 
 

廃
墟
の
趣
味
が
広
く
流
行
し
た
と
い
う
事
実
は
、
十
人
世
紀
の
人
間
 
 
 

が
、
そ
の
内
面
に
お
い
て
も
一
つ
の
廃
墟
を
経
験
し
て
い
た
の
と
無
関
 
 
 

係
で
は
な
い
の
だ
。
 
 
 

こ
の
「
廃
櫨
」
と
い
う
も
の
は
単
に
外
見
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
 
 

内
面
的
な
意
味
を
も
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
「
廃
市
」
に
 
 

つ
い
て
も
、
そ
れ
は
単
に
町
の
姿
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
む
 
 

人
た
ち
の
内
面
を
も
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

け
れ
ど
も
こ
こ
で
言
う
「
廃
墟
」
と
は
、
西
洋
的
な
「
廃
墟
」
で
あ
り
、
 
 

そ
の
源
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
遺
跡
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
廃
墟
」
と
 
 

い
う
の
は
単
に
そ
の
よ
う
な
古
典
的
な
も
の
、
西
洋
的
な
も
の
ば
か
り
で
 
 

は
な
い
。
む
し
ろ
日
本
で
は
現
代
的
な
「
廃
墟
」
も
存
在
す
る
。
飯
沢
耕
 
 

太
郎
氏
は
「
死
せ
る
視
線
－
写
真
の
廃
墟
解
剖
学
」
（
谷
川
渥
監
修
『
廃
 
 

墟
大
全
』
－
ト
レ
ヴ
ィ
ル
社
刊
－
所
収
）
 
の
中
で
現
代
の
廃
墟
と
し
て
戦
 
 

争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
、
産
業
廃
棄
物
の
集
積
（
デ
ッ
ド
・
 
 

テ
ッ
ク
）
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
後
者
の
例
と
し
て
、
石
炭
採
掘
の
た
め
 
 

に
つ
く
ら
れ
た
人
工
の
島
、
通
称
・
軍
艦
島
を
あ
げ
て
い
る
。
日
本
に
は
 
 

未
来
に
「
廃
墟
」
が
存
在
し
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
 
 

飯
沢
氏
は
「
廃
墟
」
に
つ
い
て
肯
定
的
な
見
方
も
し
て
い
る
。
 
 
 

写
真
の
「
死
せ
る
視
線
」
は
、
し
か
し
も
っ
と
肯
定
的
に
と
ら
え
直
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す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
廃
墟
は
お
ぞ
ま
し
い
、
不
吉
な
死
の
匂
い
 
 
 

の
す
る
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
疲
れ
切
．
っ
た
魂
を
和
ら
げ
、
安
ら
か
 
 
 

に
包
み
こ
む
よ
う
な
不
思
議
な
オ
ー
フ
を
発
し
て
い
る
場
所
で
も
あ
 
 
 

る
。
 
 
 

何
事
に
も
疲
れ
切
っ
て
い
た
作
中
の
「
直
之
」
に
は
最
も
ふ
さ
わ
し
い
 
 

場
所
が
「
廃
市
」
で
あ
っ
た
と
も
亭
え
る
だ
ろ
う
。
写
真
と
の
関
係
に
つ
 
 

い
て
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
昭
和
十
八
年
に
出
版
さ
れ
た
京
 
 

の
構
図
－
水
郷
柳
河
写
真
集
－
』
（
北
原
白
秋
詩
歌
・
田
中
善
徳
写
真
I
 
 

ア
ル
ス
刊
・
後
に
北
原
白
秋
生
家
保
存
会
よ
り
復
刊
）
に
、
映
さ
れ
て
い
 
 

る
柳
川
は
写
真
が
モ
ノ
ク
ロ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
現
在
か
ら
見
る
と
な
お
 
 

の
こ
と
「
廃
市
」
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
無
論
、
福
永
自
身
も
こ
の
¶
水
 
 

の
構
図
』
を
見
て
い
た
こ
と
は
亭
っ
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
飯
島
洋
一
氏
は
「
リ
ア
ル
な
廃
墟
－
ウ
ィ
ー
ン
、
神
戸
」
（
前
 
 

掲
書
所
収
）
 
の
中
で
、
「
廃
墟
」
の
意
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
 
 

い
る
。
 
 
 

そ
れ
に
し
て
も
、
「
廃
墟
の
時
間
を
生
き
ら
れ
な
い
」
と
か
、
「
廃
墟
 
 
 

を
内
面
化
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
っ
と
具
体
的
に
い
う
と
、
 
 
 

ど
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
体
ど
う
い
 
 
 

う
こ
と
な
の
か
…
…
。
 
 

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
廃
墟
と
は
何
か
」
と
 
 
 

い
う
こ
と
が
、
ま
ず
最
初
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
廃
墟
と
 
 
 

は
何
か
？
 
 

あ
ま
り
に
も
単
純
な
答
え
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
廃
墟
 
 
 

と
は
す
な
わ
ち
「
死
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
廃
墟
」
が
・
「
死
」
で
あ
 
 
 

る
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
廃
墟
を
内
面
化
で
き
な
い
こ
と
は
、
私
 
 
 

た
ち
が
「
死
」
を
内
面
化
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

多
く
の
人
た
ち
が
「
廃
墟
」
に
惹
か
れ
「
廃
墟
の
美
」
を
措
い
て
い
る
が
、
 
 

「
廃
墟
」
は
そ
れ
ら
の
人
た
ち
の
外
に
存
在
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
 
 

の
作
品
で
は
「
直
之
」
は
ま
さ
に
「
廃
墟
」
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
 
 

あ
り
、
「
廃
墟
」
を
内
面
化
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
「
直
 
 

之
」
の
自
殺
と
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
自
殺
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
の
「
廃
市
」
の
魅
力
と
は
こ
の
死
を
内
面
 
 

化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
（
こ
の
点
に
つ
い
 
 

て
は
後
に
詳
し
く
触
れ
よ
う
。
）
 
 
 

た
だ
、
「
僕
」
は
火
事
の
記
事
を
見
て
「
廃
市
と
な
っ
た
」
．
と
言
っ
て
 
 

い
る
が
、
こ
の
町
に
住
む
も
の
に
と
っ
て
既
に
こ
の
町
は
「
廃
市
」
と
し
 
 

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
 
 
 

そ
の
町
の
人
た
ち
の
中
で
も
、
特
に
「
直
之
」
が
「
廃
市
」
と
い
う
言
 
 

葉
を
「
僕
」
に
は
っ
き
り
と
語
っ
て
い
る
。
 
 

「
人
間
も
町
も
滅
び
て
行
く
ん
で
す
ね
。
廃
市
と
い
う
言
葉
が
あ
る
 
 
 

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
、
つ
ま
り
そ
れ
で
す
。
」
 
 
 

こ
こ
で
「
直
之
」
は
「
廃
市
」
と
い
う
言
葉
を
自
明
の
言
葉
と
し
て
語
っ
 
 

て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
後
さ
ら
に
「
い
ず
れ
地
震
が
あ
る
か
火
事
が
起
こ
 
 

る
か
、
そ
う
す
れ
ば
こ
ん
な
町
は
完
全
に
廃
市
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。
 
 

こ
の
町
は
今
で
も
も
う
死
ん
で
い
る
ん
で
す
。
」
と
話
す
。
あ
た
か
も
十
 
 

年
後
の
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
当
の
「
直
之
」
 
 

自
身
は
自
殺
し
て
い
て
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。
 
 
 

「
直
之
」
は
既
に
こ
の
町
が
死
ん
で
い
る
と
し
て
、
「
廃
市
」
と
呼
ん
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で
い
る
。
町
の
外
か
ら
来
た
「
僕
」
に
は
趣
の
あ
る
町
と
し
て
映
っ
て
い
 
 

た
こ
の
町
は
、
「
直
之
」
に
と
っ
て
な
ぜ
死
ん
だ
町
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
 
 

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
殆
ど
善
か
れ
て
い
な
い
。
こ
の
 
 

作
品
に
は
こ
の
町
の
他
の
町
に
つ
い
て
は
殆
ど
善
か
れ
て
お
ら
ず
、
謂
ば
 
 

こ
の
町
は
孤
立
し
た
閉
鎖
さ
れ
た
町
と
し
て
善
か
れ
て
い
る
。
当
然
、
町
 
 

で
あ
る
以
上
、
孤
立
し
て
い
れ
ば
死
ん
で
行
く
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
 
 

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
直
之
」
の
死
の
意
識
が
そ
こ
に
投
影
さ
れ
て
 
 

い
る
か
ら
こ
そ
、
死
ん
で
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

ま
た
、
「
完
全
に
廃
市
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
先
に
触
 
 

れ
た
日
本
の
「
廃
墟
」
の
場
合
、
戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
 
 

の
は
、
必
ず
そ
の
後
に
復
興
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
、
「
僕
」
 
 

も
「
直
之
」
も
「
廃
市
」
の
先
に
あ
る
筈
の
復
興
と
亭
っ
こ
と
に
は
触
れ
 
 

て
い
な
け
。
あ
た
か
も
「
廃
市
」
の
先
に
は
何
も
な
い
か
の
よ
う
に
。
 
 
 

こ
の
「
直
之
」
と
同
じ
様
な
こ
と
を
「
安
子
」
も
「
僕
」
に
言
っ
て
い
る
。
 
 

「
そ
う
か
し
ら
。
こ
ん
な
死
ん
だ
町
、
わ
た
く
し
大
嫌
い
だ
わ
。
」
 
 

（
中
略
）
 
 

「
そ
う
よ
、
死
ん
で
い
る
ん
で
す
わ
、
こ
の
町
。
何
の
活
気
も
な
い
。
 
 
 

昔
な
が
ら
の
職
業
を
持
っ
た
人
た
ち
が
、
普
通
り
の
商
売
を
や
っ
て
、
 
 
 

だ
ん
だ
ん
に
年
を
取
っ
て
死
に
絶
え
て
行
く
町
。
若
い
人
は
ど
ん
ど
ん
 
 
 

飛
び
出
し
て
い
き
ま
す
わ
、
あ
と
に
残
っ
た
の
は
お
年
寄
り
ば
か
り
 
 
 

ょ
0
」
 
 

「
安
子
」
も
こ
の
町
が
死
ん
で
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
（
こ
の
「
安
子
」
 
 

の
言
葉
と
「
直
之
」
の
言
葉
と
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
二
人
の
関
係
を
暗
 
 

示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
）
無
論
、
こ
こ
に
は
こ
の
作
品
の
発
表
 
 

さ
れ
た
昭
和
三
十
年
代
の
社
会
情
況
も
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
先
 
 

に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
廃
市
」
の
外
の
社
会
は
ほ
と
ん
ど
善
か
れ
て
い
な
 
 

い
。
こ
の
「
安
子
」
の
言
葉
に
対
し
て
「
僕
」
が
「
安
子
さ
ん
は
？
」
と
 
 

訊
き
返
す
と
、
 
 

「
わ
た
く
し
た
ち
も
死
ん
で
い
る
の
よ
。
小
さ
な
町
に
縛
ら
れ
て
、
 
 
 

何
処
へ
も
行
く
気
力
も
な
く
な
っ
て
。
」
 
 
 

と
、
「
安
子
」
は
答
え
て
い
る
。
こ
こ
で
は
な
ぜ
死
ん
で
い
る
の
か
、
 
 

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
善
か
れ
て
い
．
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
「
安
子
」
 
 

は
「
廃
市
」
の
中
の
住
人
と
し
て
の
自
分
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
 
 

で
あ
る
。
た
だ
、
一
方
で
「
直
之
」
の
存
在
が
「
安
子
」
を
こ
の
小
さ
な
 
 

町
に
縛
り
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
品
で
も
こ
の
会
 
 

話
の
す
ぐ
後
に
「
直
之
」
が
登
場
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
 
 

る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
「
僕
」
は
こ
の
時
点
で
は
そ
の
こ
と
に
は
気
 
 

付
き
も
し
て
い
な
い
し
、
「
安
子
」
も
ま
た
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
な
 
 

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
死
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
「
直
之
」
と
の
 
 

関
係
が
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
も
受
け
取
れ
る
が
、
 
 

「
死
ん
で
い
る
」
か
ら
こ
そ
う
ま
く
行
か
な
い
の
だ
と
も
解
釈
さ
れ
る
の
 
 

で
あ
り
、
単
純
に
「
直
之
」
と
の
関
係
と
こ
の
「
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
 
 

言
葉
と
の
関
係
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
既
に
述
 
 

べ
た
よ
う
に
、
「
直
之
」
も
「
安
子
」
む
こ
の
町
が
死
ん
で
い
る
と
認
め
 
 

な
が
ら
、
と
も
に
こ
の
町
か
ら
は
出
よ
う
と
し
な
い
し
、
こ
の
町
を
変
え
 
 

よ
う
と
も
し
な
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
あ
た
か
も
彼
ら
は
こ
の
町
か
ら
 
 

出
る
こ
と
が
本
質
的
に
出
来
な
い
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
 
 

っ
に
は
物
語
世
界
に
お
い
て
、
町
を
離
れ
て
暮
ら
せ
な
い
何
ら
か
の
理
由
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が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
し
 
（
謂
ば
物
語
世
界
の
理
由
）
、
作
中
人
物
と
 
 

し
て
こ
の
町
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
 
（
作
品
の
 
 

規
制
、
テ
ク
ス
ト
の
論
理
）
。
そ
れ
は
こ
の
「
廃
市
」
と
い
う
の
が
そ
も
 
 

そ
も
死
を
象
徴
す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
死
の
象
徴
に
彼
ら
が
囚
わ
れ
て
 
 

い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

Ⅲ
 
恋
愛
と
い
う
謎
 
 
 

前
田
愛
氏
は
1
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』
 
（
筑
摩
書
房
刊
）
 
の
中
で
小
説
 
 

の
主
人
公
に
つ
い
て
の
あ
る
定
義
を
紹
介
し
て
い
る
。
 
 

も
う
少
し
違
っ
た
主
人
公
の
定
義
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
 
 
 

ソ
ヴ
イ
エ
ト
の
文
化
記
号
論
の
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
ロ
ト
マ
ン
の
ト
 
 
 

ポ
ロ
ジ
ー
理
論
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
彼
は
小
説
の
テ
キ
ス
ト
を
内
と
 
 
 

外
に
分
け
る
。
そ
し
て
内
か
ら
外
へ
。
あ
る
い
は
外
か
ら
内
へ
の
境
界
 
 
 

を
越
え
る
人
物
、
こ
れ
を
主
人
公
と
規
定
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
主
人
公
の
例
と
し
て
、
『
雪
国
』
 
の
「
島
村
」
 
 

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
、
「
廃
市
」
と
い
う
境
界
が
あ
り
、
 
 

そ
の
境
界
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
僕
」
の
み
で
あ
る
。
ま
さ
 
 

に
「
僕
」
が
主
人
公
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
外
か
ら
こ
の
 
 

町
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
設
定
は
、
こ
の
作
品
に
謎
の
コ
ー
ド
を
持
ち
込
 
 

む
こ
と
に
有
効
に
働
い
て
い
る
。
何
も
事
情
を
知
ら
な
い
「
僕
」
が
、
少
 
 

し
ず
つ
町
の
事
情
や
人
間
関
係
を
知
っ
て
行
く
。
そ
れ
は
何
も
知
ら
な
い
 
 

読
者
が
作
品
に
つ
い
て
少
し
ず
つ
知
っ
て
行
く
過
程
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
 
 

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
で
は
（
あ
る
い
は
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
）
 
 

恋
愛
こ
そ
か
そ
の
謎
の
最
も
不
可
思
議
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

最
初
の
謎
は
「
僕
」
が
初
め
て
こ
の
町
の
旧
家
の
「
貝
原
家
」
に
泊
ま
っ
 
 

た
夜
か
ら
し
つ
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
時
、
僕
は
遠
く
で
女
の
泣
声
ら
し
い
の
を
聞
い
た
の
だ
。
多
分
 
 
 

母
屋
の
方
で
だ
と
思
っ
た
が
、
方
角
は
は
つ
き
り
と
は
分
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

悲
し
げ
に
喘
ぐ
よ
う
な
声
が
、
細
く
長
く
続
い
て
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
 
 
 

鬼
気
を
感
じ
さ
せ
た
。
 
 

一
体
誰
が
泣
い
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
泣
い
て
い
た
の
か
。
し
か
 
 

も
、
考
え
ら
れ
る
の
は
「
安
子
」
と
「
郁
代
」
し
か
い
な
い
。
そ
し
て
、
 
 

最
初
の
答
え
と
し
て
「
郁
代
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
 
 

い
つ
ぞ
や
の
泣
き
声
は
、
そ
の
郁
代
さ
ん
の
声
に
違
い
な
い
、
と
僕
 
 
 

は
考
え
た
。
そ
の
ほ
か
に
心
当
た
り
の
人
物
は
い
な
か
っ
た
し
、
快
活
 
 
 

な
安
子
さ
ん
が
泣
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
想
像
も
出
来
な
か
っ
た
。
し
 
 
 

か
し
何
故
だ
ろ
う
。
泣
く
よ
う
な
ど
ん
な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
僕
 
 
 

の
関
心
は
自
然
と
そ
こ
に
向
か
っ
た
。
 
 
 

こ
の
「
郁
代
」
と
い
う
の
は
偽
の
答
え
で
あ
り
、
お
と
り
で
あ
り
、
引
 
 

き
延
ば
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
僕
の
関
心
」
と
読
者
の
関
心
は
同
 
 

じ
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
間
は
こ
の
作
品
に
お
け
る
「
直
之
」
 
 

を
め
ぐ
る
恋
愛
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
間
で
も
あ
る
。
 
 
 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
「
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
の
一
短
編
の
テ
ク
ス
†
分
析
」
 
 

（
花
輪
光
訳
『
記
号
学
の
冒
険
』
－
み
す
ず
書
房
刊
－
所
収
）
に
お
い
て
、
 
 

謎
の
設
定
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
 
 

謎
の
設
定
に
見
ら
れ
る
冗
長
性
（
謎
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
を
、
 
 
 

い
く
と
お
り
も
の
や
り
方
で
繰
り
返
す
こ
と
）
 
に
は
、
食
欲
増
進
の
価
 
 
 

値
が
あ
る
。
読
者
を
刺
激
す
る
こ
と
、
物
語
に
客
を
呼
び
込
む
こ
と
が
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問
題
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
い
う
「
食
欲
増
進
」
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
「
読
書
欲
増
進
」
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
読
者
を
物
語
に
引
き
つ
け
て
物
語
の
先
を
読
み
た
 
 

い
と
思
わ
せ
る
働
き
で
あ
る
。
ま
た
バ
ル
ト
は
そ
れ
を
「
こ
れ
は
（
サ
ス
 
 

ペ
ン
ス
）
に
似
た
や
り
方
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
福
永
武
彦
の
小
説
に
は
 
 

こ
の
謎
の
コ
ー
ド
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
に
は
福
永
が
加
田
伶
太
 
 

郎
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
推
理
小
説
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
大
の
推
理
小
説
 
 

の
マ
ニ
ア
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
な
に
 
 

ょ
り
も
、
読
者
を
作
品
中
に
引
き
込
も
う
と
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
 
 

こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最
初
に
設
定
さ
れ
た
謎
が
 
 

解
け
る
時
、
彼
女
た
ち
の
恋
愛
関
係
の
真
相
も
は
っ
き
り
と
し
て
く
る
の
 
 

で
あ
る
。
た
だ
し
、
バ
ル
ト
は
作
者
が
意
図
的
に
仕
掛
け
た
と
い
う
の
で
 
 

は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
は
本
来
そ
の
よ
う
な
機
能
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
 
 

し
て
い
る
の
．
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
物
語
の
コ
ー
ド
と
し
て
捉
え
ら
れ
 
 

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
「
郁
代
」
が
答
え
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
「
郁
代
」
と
「
直
 
 

之
」
の
関
係
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
同
時
に
 
 

「
安
子
」
の
「
直
之
」
に
対
す
る
気
持
ち
を
読
者
に
は
隠
す
こ
と
に
な
っ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
こ
の
作
品
の
真
相
な
の
で
あ
る
。
 
 

と
は
い
え
結
論
を
急
が
ず
、
恋
愛
の
謎
を
追
跡
し
て
い
こ
う
。
 
 
 

こ
の
謎
の
答
え
で
あ
る
「
郁
代
」
と
い
う
の
が
、
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
の
 
 

最
初
の
ヒ
ン
ト
は
「
僕
」
が
「
直
之
」
と
最
初
に
出
会
う
場
面
に
善
か
れ
 
 

て
い
た
。
「
安
子
」
と
一
緒
に
小
舟
に
乗
っ
て
い
た
「
僕
」
は
「
直
之
」
 
 

の
乗
っ
て
い
る
小
舟
と
出
会
う
。
そ
こ
で
「
直
之
」
は
「
ど
う
ぞ
気
楽
に
 
 

御
滞
在
に
な
っ
て
下
さ
い
。
私
の
方
へ
も
お
遊
び
に
ど
う
ぞ
。
」
と
言
う
 
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
私
の
方
へ
も
」
と
い
う
の
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

私
の
方
と
い
う
の
は
、
あ
の
人
た
ち
が
何
処
か
別
の
処
に
で
も
住
ん
 
 
 

で
い
る
よ
う
な
口
振
り
だ
っ
た
。
も
し
も
郁
代
さ
ん
が
母
屋
に
住
ん
で
 
 
 

い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
最
初
の
番
に
僕
の
聞
い
た
泣
き
声
は
、
あ
れ
は
 
 
 

安
子
さ
ん
の
声
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

誰
が
泣
い
て
い
た
の
か
と
い
う
間
の
答
え
は
こ
こ
に
あ
る
が
、
「
僕
」
 
 

は
そ
れ
を
「
安
子
」
に
確
か
め
な
い
。
そ
の
た
め
に
読
者
も
は
っ
き
り
と
 
 

し
た
答
え
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
問
、
何
故
泣
 
 

い
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
解
け
な
い
限
り
本
当
の
答
え
に
 
 

は
い
た
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
文
に
は
半
分
正
し
く
て
半
分
間
違
え
た
内
 
 

容
が
あ
る
。
「
郁
代
」
は
「
直
之
」
と
は
一
緒
に
住
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

こ
こ
で
偽
の
情
報
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
後
に
「
僕
」
が
そ
の
 
 

こ
と
に
気
付
く
時
に
、
同
時
に
読
者
を
驚
か
せ
よ
う
と
す
る
伏
線
に
な
っ
 
 
 

て
い
る
。
 
 
 

こ
の
後
「
僕
」
は
「
母
」
の
墓
参
り
に
い
く
「
安
子
」
と
と
も
に
寺
に
 
 

行
き
「
郁
代
」
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
前
に
「
安
子
」
は
「
僕
」
 
 

に
「
母
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
母
は
ま
だ
わ
た
く
し
の
小
さ
な
時
分
に
亡
く
な
っ
た
ん
で
す
か
ら
、
 
 
 

よ
く
覚
え
て
い
ま
せ
ん
わ
。
で
も
母
は
い
つ
で
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
 
 
 

ん
で
す
。
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
る
人
と
死
ん
で
い
る
人
と
 
 
 

の
区
別
が
つ
か
な
い
せ
い
か
し
ら
。
」
 
 
 

こ
れ
は
先
に
引
用
し
た
文
で
「
安
子
」
が
自
分
の
こ
と
を
「
死
ん
で
い
る
」
 
 

と
言
っ
て
い
る
こ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
現
実
に
生
き
て
い
る
「
安
子
」
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は
自
分
の
こ
と
を
「
死
ん
で
い
る
」
と
青
い
、
死
ん
で
い
る
母
に
つ
い
て
 
 

は
「
い
つ
で
も
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
誰
か
 
 

し
ら
現
実
に
は
生
き
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
死
ん
で
い
る
と
感
じ
ら
れ
 
 

る
よ
う
な
人
が
「
安
子
」
の
近
く
に
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
 
 

な
い
か
。
そ
し
て
、
生
と
死
の
区
別
が
付
か
な
ぃ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
 
 

町
が
「
廃
市
」
と
い
う
死
と
席
び
つ
い
た
町
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
 
 

る
。
（
と
い
う
よ
り
も
こ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
廃
市
」
と
い
う
言
葉
 
 

は
こ
の
作
品
の
中
で
「
死
」
と
い
う
意
味
と
結
び
つ
い
て
い
く
。
死
の
意
 
 

味
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
あ
た
か
も
本
物
の
死
を
導
く
た
め
の
準
備
の
よ
 
 

う
に
。
）
 
 
 

さ
ら
に
姉
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
話
す
。
 
 
 

「
ま
る
で
死
ん
で
る
み
た
い
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
り
た
い
ん
で
し
ょ
？
」
 
 

と
安
子
さ
ん
は
悪
戯
っ
ぼ
く
微
笑
し
た
。
 
 

「
い
や
、
と
に
か
く
不
思
議
な
ん
で
す
よ
、
」
と
僕
は
ど
ぎ
ま
ぎ
し
た
。
 
 
 

「
姉
は
生
き
て
い
ま
す
わ
、
大
丈
夫
。
た
だ
人
に
会
い
た
が
ら
な
い
ん
 
 
 

で
す
。
」
 
 
 

姉
は
生
き
て
い
る
が
人
前
に
は
出
ず
に
、
「
僕
」
に
は
死
ん
で
い
る
よ
 
 

う
に
も
想
像
さ
れ
て
い
る
。
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
い
る
こ
と
と
の
 
 

境
界
は
こ
の
作
品
で
は
だ
ん
だ
ん
唆
味
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
の
で
あ
 
 

る
。
（
先
に
「
廃
墟
」
と
死
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
の
作
品
 
 

で
は
「
廃
市
」
と
い
う
青
葉
は
何
の
説
明
も
な
く
自
明
な
も
の
の
よ
う
に
 
 

登
場
し
て
い
て
、
読
者
に
は
必
ず
し
も
死
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
識
や
 
 

イ
メ
ー
ジ
一
文
化
的
コ
ー
ド
ー
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
 
 

合
、
読
者
は
「
廃
市
」
と
い
う
青
葉
に
つ
い
て
、
こ
の
作
品
の
中
で
「
廃
市
」
 
 

と
い
う
言
葉
と
結
び
つ
い
て
い
る
言
葉
群
と
の
関
係
に
よ
り
、
そ
の
意
味
 
 

を
形
作
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
「
廃
市
」
と
い
う
言
葉
は
「
死
」
 
 

と
い
う
語
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
「
廃
市
」
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

と
し
て
死
と
い
う
意
味
が
確
立
し
て
行
き
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
 
 

な
生
と
死
と
の
境
界
、
対
照
の
曖
昧
さ
と
な
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
生
の
 
 

領
域
、
場
は
、
死
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
）
 
 
 

こ
の
寺
で
「
僕
」
は
初
め
て
1
郁
代
」
に
会
う
。
先
に
指
摘
し
た
謎
の
 
 

答
え
で
あ
っ
た
、
泣
い
て
い
た
の
は
「
安
子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
 
 

こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
理
由
は
ま
だ
隠
さ
れ
て
 
 

い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
で
は
「
僕
」
は
あ
た
か
も
「
安
子
」
よ
り
も
「
郁
 
 

代
」
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
善
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
 
 

最
後
の
場
面
へ
の
伏
線
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
多
く
の
偽
の
答
え
が
あ
 
 

り
、
作
者
は
常
に
読
者
を
挑
発
し
読
者
が
う
っ
か
り
作
者
の
言
葉
に
乗
ら
 
 

な
い
よ
う
に
と
警
告
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
の
情
報
に
よ
り
、
「
僕
」
は
彼
ら
の
関
係
を
「
如
何
に
も
あ
 
 

り
ふ
れ
た
家
庭
悲
劇
」
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
。
け
れ
ど
も
同
時
に
「
僕
 
 

は
後
に
な
る
ま
で
、
こ
の
別
居
生
活
の
隠
さ
れ
た
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
、
 
 

そ
し
て
そ
れ
が
真
の
悲
劇
に
ま
で
発
展
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
 
 

を
少
し
も
暁
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
だ
。
」
と
、
実
は
そ
の
「
家
庭
 
 

悲
劇
」
と
い
う
の
が
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
に
「
其
の
悲
劇
」
 
 

が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
予
告
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
食
 
 

欲
増
進
作
用
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
後
、
「
僕
」
は
今
度
は
「
直
之
」
の
家
を
訪
れ
る
。
先
に
「
僕
」
 
 

は
境
界
を
越
え
る
こ
と
が
出
来
る
主
人
公
だ
と
述
べ
た
が
、
こ
の
作
品
に
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は
町
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
町
の
中
に
も
境
界
が
存
在
す
る
。
寺
に
は
 
 

「
安
子
」
は
行
け
る
が
、
「
直
之
」
は
行
け
な
い
。
一
方
「
直
之
」
の
家
 
 

に
は
「
安
子
」
は
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。
（
例
外
は
「
直
之
」
の
死
に
よ
 
 

る
も
の
で
あ
る
。
）
 
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
境
界
を
自
由
に
越
え
て
い
る
の
 
 

が
「
僕
」
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
狭
い
町
に
さ
ら
に
狭
い
境
界
を
作
っ
 
 

て
い
る
こ
と
は
、
彼
ら
が
お
互
い
に
融
合
し
あ
え
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
境
界
を
越
え
る
、
壊
す
の
に
は
大
き
な
力
が
必
要
 
 

な
の
で
あ
る
。
（
例
え
ば
自
殺
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
。
）
 
 
 

こ
の
「
直
之
」
の
家
に
お
い
て
「
僕
」
は
「
別
居
生
活
の
隠
さ
れ
た
意
味
」
 
 

に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な
る
。
 
 

「
郁
代
は
と
て
も
い
い
女
で
す
。
あ
れ
は
私
が
養
子
だ
か
ら
と
い
っ
 
 
 

て
威
張
る
こ
と
も
な
い
し
、
私
が
外
で
遊
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
嫉
妬
す
 
 
 

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
は
本
当
に
善
良
で
ま
じ
め
な
ん
で
す
。
 
 
 

私
は
、
こ
う
い
う
と
あ
な
た
に
対
し
て
如
何
に
も
弁
解
じ
み
て
聞
こ
え
 
 
 

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
あ
れ
が
好
き
な
ん
で
す
。
愛
し
て
い
る
 
 
 

ん
で
す
。
」
 
 

（
中
略
）
 
 

「
私
は
郁
代
を
愛
し
て
い
る
、
と
こ
ろ
が
あ
れ
は
そ
う
は
思
わ
な
い
 
 
 

の
で
す
。
そ
こ
に
間
違
い
の
も
と
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
郁
代
が
他
 
 
 

の
男
を
好
き
だ
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
よ
、
郁
代
も
私
が
好
き
だ
 
 
 

し
、
私
も
あ
れ
が
好
き
だ
。
そ
れ
な
の
に
あ
れ
は
、
私
の
愛
し
て
い
る
 
 
 

の
は
他
の
女
で
自
分
じ
ゃ
な
い
と
固
く
信
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
 
 
 

し
て
私
が
ど
ん
な
に
説
明
し
て
も
そ
れ
を
聞
き
入
れ
よ
う
と
せ
ず
に
、
 
 

自
分
か
ら
寺
の
方
に
逃
げ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
私
の
自
 
 
 

由
を
束
縛
し
た
く
な
い
と
言
う
ん
で
す
ね
。
あ
れ
は
気
位
の
高
い
女
で
 
 
 

す
。
貝
原
家
の
人
た
ち
は
誰
も
気
位
が
高
い
。
そ
の
プ
ラ
イ
ド
が
、
あ
 
 
 

り
も
し
な
い
幻
想
を
呼
ん
で
自
分
で
自
分
を
傷
つ
け
る
ん
で
す
。
」
 
 
 

「
直
之
」
は
「
郁
代
」
を
愛
し
て
い
る
。
「
郁
代
」
も
ま
た
「
直
之
」
 
 

を
愛
し
て
い
る
が
、
「
郁
代
」
は
「
直
之
」
の
愛
し
て
い
る
の
は
他
の
女
 
 

性
だ
と
思
っ
て
い
る
。
当
然
こ
の
他
の
女
性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
 
 

今
「
直
之
」
と
暮
ら
し
て
い
る
「
秀
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
秀
」
 
 

に
つ
い
て
「
直
之
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

「
私
は
も
う
す
っ
か
り
疲
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
は
秀
と
一
緒
に
い
 
 
 

ら
れ
れ
ば
子
供
の
よ
う
に
甘
え
て
、
安
心
し
て
心
を
休
め
る
こ
と
が
出
 
 
 

来
ま
す
。
」
 
 
 

「
直
之
L
と
「
郁
代
」
と
の
関
係
は
こ
じ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
読
 
 

者
に
は
「
郁
代
」
が
寺
に
い
る
こ
と
で
か
え
っ
て
「
直
之
」
を
縛
っ
て
い
 
 

る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
寺
に
こ
も
る
と
 
 

い
う
の
は
、
単
に
世
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
 
 

り
積
極
的
に
、
「
駆
け
込
み
」
と
し
て
も
見
立
て
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

如
何
に
も
こ
の
古
い
町
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
。
そ
し
て
、
「
駆
け
込
み
」
 
 

と
い
う
の
は
、
妻
の
側
か
ら
夫
と
の
縁
を
切
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
 
 

に
「
逃
げ
る
」
と
い
う
消
極
的
な
行
為
で
は
な
く
、
ま
さ
に
気
位
の
高
い
 
 

女
性
が
自
ら
の
プ
ラ
イ
ド
を
守
る
行
為
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
 
 

寺
に
し
か
行
け
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
「
廃
市
」
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な
 
 

い
こ
と
、
そ
の
こ
と
の
方
が
も
っ
と
悲
劇
の
本
質
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
 
 

の
作
品
に
は
表
面
に
見
え
な
い
隠
さ
れ
た
コ
ー
ド
、
規
制
が
存
在
す
る
の
 
 

で
あ
る
。
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Ⅳ
 
「
真
の
悲
劇
」
 
 
 

そ
し
て
、
「
真
の
悲
劇
」
が
起
こ
る
。
 
 

「
A
さ
ん
、
驚
か
な
い
で
ね
、
」
と
彼
女
は
冷
静
を
取
り
戻
し
た
よ
 
 
 

う
に
念
を
押
し
、
一
息
に
そ
の
驚
く
べ
き
知
ら
せ
を
吐
き
出
し
た
。
 
 

「
兄
さ
ん
が
死
ん
だ
の
、
い
ま
使
い
が
来
て
。
」
 
 

「
直
之
さ
ん
が
？
ど
う
し
て
そ
ん
に
急
に
？
間
違
い
じ
ゃ
な
い
ん
で
 
 
 

す
か
？
」
 
 
 

彼
女
は
ゆ
っ
く
り
と
首
を
横
に
振
り
、
ま
た
涙
声
に
な
っ
て
顔
を
伏
 
 
 

せ
た
。
 
 
 

「
周
違
い
な
ら
い
い
ん
だ
け
ど
。
兄
さ
ん
は
自
殺
し
た
ん
で
す
。
そ
 
 
 

れ
も
秀
と
一
緒
に
。
」
 
 
 

「
直
之
」
は
「
秀
」
と
心
中
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
貝
原
家
の
親
戚
 
 

は
「
道
行
と
し
や
れ
た
ん
で
し
ょ
う
な
。
」
と
も
い
う
。
「
廃
市
」
に
は
「
通
 
 

行
」
と
い
う
言
葉
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
こ
 
 

の
死
を
聞
い
た
姉
が
通
夜
の
席
に
現
れ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
真
相
が
は
っ
 
 

き
り
と
す
る
。
 
 

「
安
ち
ゃ
ん
、
あ
な
た
は
馬
鹿
よ
。
秀
な
ん
か
に
あ
の
人
を
取
ら
れ
 
 
 

て
。
」
 
 

安
子
は
蒼
視
め
た
顔
を
僻
向
け
た
ま
ま
、
ひ
と
青
も
答
え
な
か
っ
た
。
 
 
 

「
直
之
は
あ
な
た
が
好
き
だ
っ
た
の
よ
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
な
た
だ
っ
 
 
 

て
育
も
承
知
し
て
い
る
筈
で
し
ょ
う
。
あ
の
人
は
わ
た
し
と
結
婚
し
て
 
 
 

も
、
そ
う
し
て
も
あ
な
た
を
思
い
切
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
わ
た
 
 
 

し
は
決
し
て
嫉
妬
な
ん
か
し
な
か
っ
た
し
、
何
と
か
し
て
あ
な
た
た
ち
 
 
 

を
為
合
わ
せ
に
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
た
。
（
中
略
）
私
は
お
母
さ
ん
 
 
 

の
代
り
に
、
あ
な
た
を
大
事
に
し
て
、
あ
な
た
を
幸
福
に
し
て
あ
げ
よ
 
 
 

う
と
決
心
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
云
々
」
 
 

「
お
姉
さ
ん
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
よ
、
」
と
暫
く
経
っ
て
か
ら
安
子
 
 
 

さ
ん
が
答
え
た
が
、
そ
の
声
は
ひ
ど
く
弱
々
し
く
聞
こ
え
た
。
「
お
姉
 
 
 

さ
ん
は
間
違
っ
て
い
る
の
よ
。
兄
さ
ん
が
好
き
だ
っ
た
の
は
あ
な
た
で
、
 
 
 

わ
た
し
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
」
 
 
 

「
安
子
」
も
「
郁
代
」
も
互
い
に
「
直
之
」
の
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
の
に
、
 
 

互
い
に
「
直
之
」
は
相
手
の
方
を
愛
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
あ
な
た
が
、
あ
な
た
が
好
き
た
っ
だ
の
は
、
一
体
誰
だ
っ
た
の
で
す
？
」
 
 

と
「
郁
代
」
が
死
人
に
開
い
て
も
答
え
は
な
い
。
た
だ
、
何
故
自
分
は
愛
 
 

さ
れ
て
い
な
い
と
思
っ
た
の
か
。
「
安
子
」
は
姉
の
邪
推
だ
と
も
言
う
が
、
 
 

一
方
で
自
分
に
つ
い
て
は
最
初
か
ら
あ
り
得
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
 
 

た
、
気
位
の
高
い
姉
妹
は
、
「
秀
」
と
は
違
い
愛
さ
れ
て
い
な
く
て
も
一
 
 

緒
に
い
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
な
ど
と
は
考
え
な
い
。
 
 

「
い
い
え
、
お
姉
さ
ん
は
嫉
妬
す
る
よ
う
な
性
質
じ
ゃ
な
く
て
、
自
 
 
 

分
が
身
を
引
く
た
ち
な
ん
で
す
。
古
い
ん
で
す
わ
。
（
中
略
）
そ
れ
で
 
 
 

こ
の
夏
の
初
め
に
お
寺
な
ん
か
に
行
っ
て
、
あ
と
は
二
人
で
う
ま
く
お
 
 
 

や
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
こ
と
出
来
ま
せ
ん
わ
。
 
 
 

兄
さ
ん
は
家
に
い
に
く
く
な
っ
て
秀
の
と
こ
ろ
に
行
く
し
、
急
に
わ
た
 
 
 

し
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
」
 
 
 

こ
れ
が
最
初
に
指
摘
し
た
謎
の
答
え
で
あ
る
。
作
品
の
最
後
で
や
っ
と
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す
べ
て
の
状
況
が
明
ら
か
に
な
り
、
あ
の
最
初
の
晩
に
泣
い
て
い
た
の
が
 
 

「
安
子
」
で
あ
り
、
そ
の
泣
い
て
い
た
理
由
が
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
の
寂
 
 

し
さ
放
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

恋
愛
に
つ
い
て
の
謎
は
す
べ
て
解
け
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
の
「
郁
代
」
 
 

の
「
直
之
」
へ
の
問
い
か
け
の
答
え
は
ま
だ
完
全
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 
 

彼
女
の
白
い
顔
、
打
振
っ
て
い
る
白
い
手
が
、
次
第
に
遠
ざ
か
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
は
記
憶
の
よ
う
に
は
か
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
再
び
僕
 
 
 

は
考
え
た
の
だ
。
直
之
さ
ん
が
愛
し
て
い
た
の
は
、
や
は
り
、
こ
の
安
 
 
 

子
さ
ん
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
性
質
と
し
て
、
結
婚
し
た
 
 
 

妻
を
裏
切
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
彼
は
最
後
ま
で
、
死
ぬ
ま
 
 
 

で
、
愛
し
て
い
る
の
は
郁
代
さ
ん
で
安
子
さ
ん
で
は
な
い
と
言
い
続
け
 
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
れ
ほ
ど
郁
代
さ
ん
が
確
信
を
も
っ
て
信
 
 
 

じ
た
の
に
は
、
や
は
り
充
分
な
理
由
が
あ
り
、
安
子
さ
ん
だ
け
が
そ
れ
 
 
 

に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
或
い
は
気
が
つ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
 
 
 

な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

す
べ
て
の
人
物
た
ち
が
相
手
を
気
遣
い
、
自
分
の
気
持
ち
よ
り
も
相
手
 
 

の
気
持
ち
を
大
事
に
し
た
た
め
に
、
結
果
と
し
て
悲
劇
を
生
ん
だ
の
で
あ
 
 

る
。
こ
の
「
僕
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
真
相
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
 
 

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
小
説
は
「
僕
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
た
一
人
 
 

称
小
説
で
あ
り
、
こ
の
「
僕
」
の
考
え
が
必
ず
し
も
絶
対
的
な
真
実
と
い
 
 

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
読
者
は
こ
の
言
葉
を
信
じ
て
も
良
い
し
、
そ
れ
 
 

で
も
や
は
り
、
「
直
之
」
は
「
郁
代
」
こ
そ
を
愛
し
て
い
た
と
思
っ
て
も
 
 

良
い
だ
ろ
う
し
、
「
秀
」
こ
そ
が
一
番
愛
さ
れ
て
い
た
と
思
っ
た
と
し
て
 
 

も
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
読
者
が
そ
の
 
 

よ
う
に
考
え
、
物
語
に
参
加
す
る
こ
と
を
こ
そ
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
 
 

だ
ろ
う
か
。
 
 
 

木
谷
喜
美
枝
氏
は
こ
の
よ
う
な
恋
愛
関
係
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
相
手
を
 
 

所
有
し
ょ
う
と
す
る
積
極
的
姿
勢
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

土
こ
に
登
場
す
る
人
々
は
文
字
ど
う
り
「
所
有
」
の
意
志
を
放
棄
し
 
 
 

人
々
で
あ
る
。
実
は
、
人
間
は
互
い
に
執
着
し
、
「
も
の
」
で
は
な
い
 
 
 

が
互
い
に
「
所
有
」
し
ぁ
い
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
は
や
っ
か
 
 
 

い
な
も
の
で
あ
る
。
執
着
し
、
1
所
有
」
す
る
こ
と
が
真
に
「
生
き
る
」
 
 
 

こ
と
だ
と
し
て
も
．
、
そ
れ
を
人
間
の
醜
悪
な
性
と
恥
じ
た
り
、
自
己
犠
 
 
 

牲
と
い
う
美
名
の
元
に
、
い
じ
ら
し
い
自
分
に
涙
し
て
、
表
面
的
に
「
所
 
 
 

有
」
を
放
棄
す
る
姿
勢
を
も
と
れ
た
が
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
ら
舞
 
 
 

台
を
降
り
、
死
ん
だ
気
に
な
っ
て
生
き
る
、
と
い
う
消
極
的
論
理
は
こ
 
 
 

う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
、
郁
代
を
支
え
た
。
郁
代
に
対
し
て
働
き
 
 
 

か
け
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
「
直
之
」
は
結
果
と
し
て
は
、
 
 
 

郁
代
へ
も
安
子
へ
も
、
そ
の
「
所
有
」
の
意
志
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
 
 

（
「
廃
市
」
－
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
十
七
年
九
月
号
）
 
 
 

こ
の
木
谷
氏
の
論
に
お
い
て
「
実
は
」
以
下
の
論
理
が
ど
の
よ
う
な
根
 
 

拠
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
確
か
に
こ
の
作
品
 
 

の
人
物
た
ち
は
お
互
い
を
「
所
有
」
し
ょ
ぅ
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
見
 
 

方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
お
互
い
に
相
手
を
束
縛
し
ょ
う
と
し
て
い
な
い
、
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
常
に
相
手
の
意
志
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
。
「
所
有
」
す
る
と
い
う
こ
と
は
良
く
も
悪
く
も
、
相
手
 
 

を
自
分
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
相
手
の
意
志
を
無
視
す
る
こ
 
 

と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
恋
愛
は
常
に
お
互
い
が
お
互
い
の
意
志
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を
尊
重
し
、
と
も
に
自
分
の
意
志
に
お
い
て
愛
し
合
う
関
係
を
作
ろ
う
と
 
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
を
一
概
に
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
の
は
危
 
 

険
が
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
見
え
て
そ
れ
ぞ
れ
に
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
違
 
 

い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
直
之
」
は
意
志
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
力
を
感
 
 

じ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
め
さ
せ
て
い
る
。
 
 
 

「
私
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ん
だ
よ
。
」
 
 
 

「
ど
う
し
て
？
あ
ん
ま
り
だ
と
お
思
い
に
な
ら
な
い
の
？
」
 
 
 

「
け
れ
ど
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
よ
。
意
 
 
 

志
だ
け
で
は
動
か
し
が
た
い
よ
う
な
、
つ
ま
り
も
う
初
め
か
ら
そ
う
き
 
 
 

ま
り
き
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も
の
も
あ
る
ん
だ
よ
。
」
 
 
 

「
安
子
」
に
「
郁
代
」
の
こ
と
を
訊
か
れ
て
、
「
直
之
」
は
こ
の
よ
う
 
 

に
答
え
で
い
る
。
あ
た
か
も
こ
の
町
が
「
廃
市
」
と
し
て
、
死
ん
で
い
る
 
 

こ
と
を
ど
う
に
む
出
来
な
い
よ
う
に
、
恋
愛
に
お
い
て
も
ど
う
に
も
で
き
 
 

な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
 
 

死
ん
で
い
く
町
「
廃
市
」
に
お
い
て
は
意
志
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
 
 

け
意
味
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
「
郁
代
」
の
愛
は
自
己
犠
牲
に
他
な
ら
な
い
が
、
自
己
 
 

犠
牲
に
つ
い
て
福
永
は
「
愛
の
試
み
㌣
（
『
新
恋
愛
論
』
の
名
前
で
「
文
套
」
 
 

昭
和
三
十
一
年
一
月
1
六
月
）
の
中
で
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
 
 

自
己
犠
牲
の
方
は
、
こ
れ
に
反
し
て
苦
し
み
の
所
産
で
あ
る
よ
う
に
 
 
 

見
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
幻
視
的
な
も
の
で
あ
り
、
理
性
の
計
算
を
欠
 
 
 

い
て
い
る
。
 

て
何
が
残
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

た
だ
、
こ
の
作
品
の
場
合
で
は
旧
家
の
プ
ラ
イ
ド
と
い
う
こ
の
町
の
持
 
 

つ
も
う
一
つ
の
面
の
反
映
が
あ
る
。
「
廃
市
」
は
一
度
栄
え
た
町
が
死
ん
 
 

で
い
く
の
で
あ
り
、
「
郁
代
」
に
は
過
去
の
栄
光
の
影
が
残
っ
て
け
る
の
 
 

で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
な
「
駆
け
込
み
」
と
い
う
見
立
て
こ
そ
が
ふ
 
 

さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
母
代
わ
り
と
い
う
姉
の
妹
を
思
 
 

う
気
持
ち
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
「
安
子
」
は
も
っ
と
単
純
に
姉
や
兄
の
こ
と
を
考
え
て
 
 

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
彼
ら
は
皆
自
分
の
こ
と
よ
り
も
他
人
 
 

の
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
、
こ
の
こ
と
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
決
定
的
に
お
互
い
が
傷
つ
く
 
 

こ
と
を
さ
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
「
所
有
」
し
ょ
ぅ
と
 
 

し
て
、
相
手
に
抵
抗
さ
れ
れ
ば
当
然
そ
こ
で
お
互
い
が
傷
つ
き
合
う
、
㌧
そ
 
 

れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
「
郁
代
」
や
「
安
 
 

子
」
と
「
直
之
」
と
の
関
係
は
決
定
的
な
事
態
を
迎
え
ず
に
い
る
の
で
は
 
 

な
い
か
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て
は
か
な
り
微
温
的
な
世
界
で
も
あ
る
。
 
 
 

例
え
ば
、
同
時
期
に
書
か
れ
た
『
風
花
』
 
（
「
人
間
専
科
」
昭
和
三
十
五
 
 

年
二
月
号
）
 
に
お
い
て
、
最
後
に
主
人
公
が
た
ど
り
着
く
の
は
「
人
に
愛
 
 

さ
れ
た
記
憶
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
、
唯
一
彼
を
傷
つ
け
な
い
 
 

も
の
を
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
主
人
公
は
病
気
で
入
院
し
て
お
り
妻
と
離
 
 

婚
話
が
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
妻
を
引
き
留
め
よ
う
（
つ
ま
り
「
所
 
 

有
」
し
ょ
ぅ
）
 
と
は
し
な
い
。
 
 

そ
の
話
の
中
に
彼
女
の
男
友
達
の
名
前
が
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
た
。
 
 
 

彼
は
に
こ
に
こ
し
て
そ
れ
を
開
い
て
い
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
 
 
 

も
し
か
た
が
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
彼
女
の
御
機
嫌
が
そ
れ
で
直
る
の
 
 

ー11－   



な
ら
、
我
慢
す
る
の
が
当
た
り
前
だ
と
思
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
そ
れ
 
 
 

は
結
局
は
彼
の
卑
怯
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
 
 
 

別
れ
よ
う
と
い
う
妻
を
彼
は
認
め
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
引
き
留
め
よ
う
 
 

と
す
れ
ば
傷
つ
く
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
妻
の
た
め
 
 

で
は
な
く
自
分
の
た
め
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
が
「
彼
の
卑
怯
」
な
と
こ
 
 

ろ
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
人
に
愛
さ
れ
た
記
憶
と
 
 

い
う
も
の
は
絶
対
的
に
彼
を
傷
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。
『
風
花
』
の
主
人
 
 

公
の
場
合
は
病
気
で
入
院
し
て
お
り
、
し
か
も
完
治
す
る
か
ど
う
か
も
わ
 
 

か
ら
な
い
と
い
う
状
況
が
、
彼
を
こ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
込
ん
で
い
る
 
 

の
で
あ
り
、
い
わ
ば
彼
に
と
っ
て
唯
一
生
き
る
支
え
が
こ
の
愛
さ
れ
た
記
 
 

憶
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
積
極
的
な
行
動
、
意
志
を
病
気
に
よ
っ
て
 
 

封
印
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
 
 

ば
そ
れ
は
死
の
予
感
の
反
映
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
こ
の
 
 

虐
市
』
の
死
に
向
か
う
世
界
と
同
様
の
方
向
で
あ
る
。
簡
単
に
微
温
的
 
 

な
ど
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

た
だ
し
、
福
永
武
彦
自
身
は
『
愛
の
試
み
』
の
中
で
、
こ
の
「
所
有
」
 
 

に
つ
い
て
、
舟
体
よ
り
も
魂
の
「
所
有
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
肉
体
の
所
有
と
い
う
も
の
は
、
結
局
は
観
念
的
な
も
の
に
還
 
 
 

元
さ
れ
る
筈
で
、
J
魂
の
な
い
肉
体
を
所
有
し
た
か
ら
と
い
っ
て
人
は
決
 
 
 

し
て
い
つ
ま
で
も
満
足
し
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
中
略
）
従
っ
 
 
 

て
所
有
と
い
う
こ
と
は
、
相
手
の
魂
を
所
有
す
る
こ
と
が
最
後
の
目
的
 
 
 

な
の
だ
。
し
か
し
果
た
し
て
魂
と
い
う
も
の
を
所
有
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
福
永
の
言
葉
に
従
う
の
な
ら
、
こ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
が
「
所
有
」
し
 
 

ょ
ぅ
と
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
む
し
ろ
結
局
「
所
有
」
な
ど
 
 

と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
ま
さ
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
解
 
 

釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
木
谷
氏
が
い
う
意
味
で
の
「
所
有
」
と
い
う
考
え
 
 

方
自
体
を
否
定
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
所
有
」
で
 
 

き
な
い
も
の
を
「
所
有
」
し
ょ
ぅ
と
す
れ
ば
、
傷
つ
く
だ
け
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
の
恋
愛
が
悲
劇
で
終
わ
っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
 
 

も
何
度
か
触
れ
て
き
た
、
「
廃
市
」
と
い
う
境
界
の
存
在
を
指
摘
し
て
お
 
 

き
た
い
。
「
郁
代
」
は
寺
に
こ
も
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
「
廃
 
 

市
」
の
中
の
寺
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
「
安
子
」
に
し
て
も
、
こ
の
行
き
詰
ま
っ
 
 

た
恋
愛
を
解
消
す
る
た
め
に
こ
の
「
廃
市
」
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
直
 
 

之
」
に
し
て
も
貝
原
家
か
ら
は
で
ら
れ
て
も
「
廃
市
」
の
中
に
止
ま
っ
て
 
 

い
る
。
そ
し
て
、
当
然
予
想
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
誰
か
が
 
 

こ
の
「
廃
市
」
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
こ
の
悲
劇
は
回
避
で
き
た
か
 
 

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
逆
に
こ
の
「
廃
市
」
に
 
 

こ
れ
ら
の
人
た
ち
が
贋
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
こ
 
 

の
作
品
の
悲
劇
の
源
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
彼
ら
が
止
ま
る
の
は
、
 
 

そ
れ
ぞ
れ
愛
す
る
も
の
の
側
か
ら
経
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
 
 

が
、
そ
れ
以
上
に
「
廃
市
」
が
彼
ら
を
と
ど
め
動
け
な
く
し
て
い
る
の
で
 
 

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
「
廃
市
」
の
外
か
ら
来
た
「
僕
」
は
 
 

異
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
う
る
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 

つ
ま
り
、
「
安
子
」
を
こ
の
鎖
の
中
か
ら
解
き
放
す
可
能
性
も
あ
っ
た
の
 
 

で
は
な
い
か
。
け
れ
ど
も
、
「
僕
」
は
こ
の
「
廃
市
」
の
世
界
に
魅
せ
ら
れ
、
 
 

「
僕
は
こ
の
町
が
と
て
も
気
に
入
っ
た
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
て
行
 
 

け
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う
と
思
う
な
。
」
と
、
こ
の
「
廃
市
」
を
賞
 
 

賛
し
肯
定
し
て
し
ま
っ
た
。
「
僕
」
は
「
安
子
」
を
こ
こ
か
ら
解
き
放
す
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こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
僕
」
の
 
 

恋
愛
も
ま
た
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
 
 

Ⅴ
 
「
僕
」
を
め
ぐ
っ
て
 
 
 

こ
の
作
品
の
主
人
公
の
「
僕
」
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
「
廃
市
」
 
 

の
火
事
の
記
事
を
読
み
こ
の
町
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
主
人
公
に
 
 

と
っ
て
の
青
春
を
思
い
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
中
心
は
や
は
り
「
安
 
 

子
」
 
へ
の
愛
情
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
最
初
か
ら
「
僕
」
は
「
安
子
」
に
 
 

愛
情
を
感
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
安
子
」
は
た
だ
の
快
活
な
女
性
 
 

と
し
て
映
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
小
舟
で
散
歩
の
よ
う
に
出
か
 
 

け
て
い
る
う
ち
に
次
第
に
「
安
子
」
に
惹
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
 
 

1
安
子
」
が
寺
に
行
こ
ト
つ
と
し
た
時
に
は
「
そ
れ
と
も
安
子
さ
ん
と
行
動
 
 

を
共
に
出
来
る
携
会
な
ら
、
そ
ん
な
時
で
も
逃
さ
な
い
気
持
ち
が
い
つ
し
 
 

か
僕
の
裡
に
生
ま
れ
て
来
て
い
た
の
か
、
僕
に
は
は
つ
き
り
と
言
う
こ
と
 
 

が
出
来
な
い
。
L
と
言
う
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
後
「
郁
代
」
 
 

が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
僕
」
の
「
安
子
」
に
対
す
る
気
持
 
 

ち
は
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
よ
う
に
な
る
。
 
 

安
子
さ
ん
よ
り
も
細
面
で
、
ど
ん
な
人
を
も
思
わ
ず
振
り
向
か
せ
る
 
 
 

よ
う
な
美
し
さ
、
そ
れ
も
悲
劇
的
な
感
じ
の
す
る
古
風
な
美
し
さ
が
 
 
 

あ
っ
た
。
お
辞
儀
一
つ
で
も
安
子
さ
ん
よ
り
も
も
っ
と
静
か
で
し
と
や
 
 
 

か
だ
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
安
子
さ
ん
肘
女
ら
し
く
な
い
と
い
う
の
で
 
 
 

は
な
い
。
た
だ
こ
う
し
て
二
人
並
べ
る
と
、
同
じ
姉
妹
と
い
い
な
が
ら
、
 
 
 

似
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
目
立
っ
た
。
 
 
 

こ
の
「
郁
代
」
の
美
し
さ
に
対
す
る
賞
賛
は
、
あ
た
か
も
「
僕
」
が
「
安
 
 

子
」
よ
り
も
「
郁
代
」
の
ほ
う
に
こ
そ
惹
か
れ
て
い
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

こ
の
快
活
な
女
性
と
、
悲
劇
的
な
、
あ
る
い
は
気
位
の
高
い
女
性
と
い
う
 
 

組
み
合
わ
せ
は
、
福
永
武
彦
の
小
説
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
組
み
合
わ
せ
で
 
 

は
な
い
か
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
が
『
死
の
島
』
 
の
「
相
馬
鼎
」
を
め
ぐ
 
 

る
「
綾
子
」
と
「
素
子
」
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
「
郁
代
」
の
登
場
で
「
僕
」
の
「
安
子
」
に
対
す
る
愛
情
は
は
っ
 
 

き
り
し
な
い
も
の
と
な
る
。
む
し
ろ
、
「
僕
」
は
姉
妹
と
「
直
之
」
の
関
 
 

係
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
安
子
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
く
感
が
あ
る
。
 
 
 

海
の
彼
方
の
詩
人
が
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を
送
り
ど
の
よ
う
な
作
品
 
 
 

を
書
い
て
い
よ
う
と
、
ま
た
僕
が
如
何
に
独
訂
的
に
（
と
信
じ
て
い
た
）
 
 
 

こ
の
詩
人
を
研
究
し
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
は
僕
自
身
の
人
生
と
は
関
わ
 
 
 

り
が
な
か
っ
た
し
、
僕
の
傍
ら
で
徐
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
悲
劇
 
 
 

と
も
関
わ
り
が
な
か
っ
た
。
今
の
僕
か
ら
見
れ
ば
、
つ
ま
ら
な
い
論
文
 
 
 

に
熱
中
し
て
い
た
僕
は
、
何
と
人
生
の
本
質
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
 
 
 

に
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
僕
は
返
ら
ぬ
後
悔
の
よ
う
な
も
の
を
感
 
 
 

じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
 
 
 

当
然
「
僕
」
が
人
生
の
本
質
に
近
づ
く
た
め
に
は
、
「
安
子
」
と
の
恋
 
 

愛
以
外
に
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
僕
」
は
「
た
だ
青
 
 

春
と
い
う
も
の
は
、
常
に
放
漫
な
意
志
を
伴
う
も
の
だ
。
僕
は
卒
業
論
文
 
 

を
書
く
と
い
う
捷
を
自
分
に
課
し
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
は
 
 

眼
も
く
れ
な
い
決
心
だ
っ
た
。
」
と
、
恋
愛
の
可
能
性
を
自
ら
禁
じ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
卒
業
論
文
が
文
学
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
 
 

こ
と
を
考
え
る
と
、
文
学
と
い
う
こ
と
は
人
生
の
本
質
か
ら
遠
い
と
い
う
 
 

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
詞
ば
文
学
よ
り
も
実
生
活
と
い
う
こ
と
に
な
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る
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
こ
の
町
を
離
れ
て
十
年
た
っ
た
問
に
実
生
 
 

活
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
が
果
た
し
て
「
僕
」
に
人
生
の
 
 

本
質
を
示
し
て
く
れ
て
い
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
そ
う
 
 

で
あ
る
の
な
ら
こ
の
よ
う
な
過
去
を
回
想
す
る
こ
と
な
ど
な
い
の
で
は
な
 
 

い
か
。
無
論
、
こ
こ
で
い
う
「
後
悔
」
が
今
こ
の
過
去
を
回
想
す
る
こ
と
 
 

に
な
っ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
直
之
」
の
自
殺
は
も
う
一
度
「
僕
」
に
人
生
に
向
か
わ
せ
 
 

る
が
、
そ
れ
は
も
う
遅
す
ぎ
て
い
た
。
 
 
 

安
子
さ
ん
を
慰
め
て
い
る
自
分
の
姿
を
、
一
種
の
願
望
の
よ
う
に
、
 
 
 

不
可
能
な
現
実
の
よ
う
に
、
心
の
中
に
隠
し
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
 
 
 

だ
ろ
う
か
。
僕
は
彼
女
の
浴
衣
の
模
様
が
わ
な
な
く
の
を
見
、
そ
の
背
 
 
 

中
に
お
か
れ
た
自
分
の
手
が
汗
ば
ん
だ
皮
膚
を
浴
衣
の
下
に
感
じ
て
い
 
 
 

る
の
を
知
り
な
が
ら
、
直
之
さ
ん
の
死
と
い
う
現
実
よ
り
も
、
離
れ
の
 
 
 

二
階
で
こ
う
し
て
二
人
き
り
侍
り
添
っ
て
い
る
安
子
さ
ん
の
こ
と
を
、
 
 
 

不
意
に
慕
わ
し
く
感
じ
始
め
て
い
た
。
 
 
 

こ
こ
で
始
め
て
「
僕
」
は
「
安
子
」
に
対
す
る
愛
情
に
気
付
く
。
し
か
し
、
 
 

だ
か
ら
と
い
っ
て
「
僕
」
は
積
極
的
に
何
も
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
 
 

夏
も
ま
た
終
わ
ろ
う
と
し
・
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

「
こ
れ
で
お
別
れ
ね
、
」
と
安
子
さ
ん
が
呟
い
た
。
 
 

「
僕
ま
た
来
ま
す
よ
、
」
と
彼
女
の
手
を
握
り
し
め
て
、
僕
は
熱
心
 
 
 

に
言
っ
た
。
 
 

「
い
い
え
、
あ
な
た
は
も
う
い
ら
っ
し
や
ら
な
い
わ
。
来
年
の
春
は
 
 
 

大
学
を
卒
業
し
て
、
お
勤
め
に
い
ら
し
て
、
結
婚
を
な
さ
っ
て
、
ね
、
 
 
 

そ
し
て
こ
ん
な
町
の
こ
と
な
ん
か
す
っ
か
り
お
忘
れ
に
な
る
わ
。
」
 
 

「
そ
ん
な
こ
と
あ
り
ま
せ
ん
。
」
 
 

「
そ
う
よ
、
そ
れ
が
あ
な
た
の
未
来
な
の
よ
。
」
 
 
 

再
び
時
間
の
歯
車
が
素
早
く
回
転
し
た
。
僕
は
訊
い
た
。
 
 

「
じ
ゃ
あ
あ
な
た
の
未
来
は
？
」
 
 

「
こ
ん
な
死
ん
だ
町
に
未
来
な
ん
か
な
い
の
よ
。
」
 
 
 

結
局
「
僕
」
は
こ
の
「
安
子
」
の
言
葉
通
り
に
も
う
一
度
こ
の
町
を
訪
 
 

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
現
在
の
「
僕
」
が
結
婚
し
て
い
る
か
ど
 
 

う
か
は
不
明
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
の
町
を
今
思
い
出
さ
せ
て
い
る
原
 
 

因
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
は
っ
き
り
と
「
安
子
」
に
対
す
る
愛
情
を
 
 

自
覚
す
る
。
 
 

そ
し
て
僕
も
ま
た
、
今
に
な
っ
て
、
僕
が
安
子
さ
ん
を
愛
し
て
い
た
 
 
 

こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
っ
た
。
何
と
僕
は
長
い
間
、
見
た
こ
と
も
な
 
 
 

い
郁
代
さ
ん
の
幻
影
に
憑
か
れ
て
い
た
し
、
一
度
会
っ
て
か
ら
は
、
悲
 
 
 

劇
的
な
、
古
風
な
、
そ
の
美
し
さ
に
憑
か
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
の
実
、
 
 
 

僕
が
心
か
ら
慕
わ
し
く
思
っ
て
い
た
の
は
、
大
し
て
美
人
で
も
な
い
、
 
 
 

快
活
で
、
よ
く
笑
っ
て
、
泣
虫
だ
っ
た
、
こ
の
安
子
さ
ん
で
あ
る
こ
と
を
、
 
 
 

僕
は
ど
う
し
て
今
ま
で
知
ら
ず
に
い
た
の
だ
ろ
う
。
今
そ
れ
を
知
っ
た
 
 
 

か
ら
と
い
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
を
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
は
今
 
 
 

も
、
今
と
な
っ
て
は
尚
更
、
心
の
中
で
彼
女
の
「
兄
さ
ん
」
を
愛
し
続
 
 
 

け
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
僕
が
ど
ん
な
に
彼
女
を
愛
し
て
い
る
 
 
 

か
ら
と
い
っ
て
、
も
う
一
度
こ
の
夏
を
初
め
か
ら
や
り
直
す
こ
と
は
出
 
 
 

来
は
し
な
い
…
…
。
 
 
 

こ
の
夏
を
や
り
直
す
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
も
う
一
度
「
安
子
」
 
 

と
の
関
係
を
や
り
直
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
「
僕
」
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も
ま
た
傷
つ
く
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
二
度
と
こ
 
 

の
町
を
訪
れ
な
か
っ
た
。
結
局
「
僕
」
は
あ
ぐ
ま
で
も
こ
の
町
の
外
の
人
 
 

間
な
の
で
あ
り
、
こ
の
町
に
住
む
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
僕
」
 
 

に
は
未
来
を
覗
か
せ
る
「
時
間
の
歯
車
」
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
安
子
」
 
 

に
は
死
ん
だ
町
だ
け
が
あ
る
の
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
生
（
時
間
）
 
 

は
一
緒
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
町
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
女
性
と
、
こ
の
町
で
は
暮
ら
せ
な
い
男
性
 
 

と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
あ
ま
り
に
古
風
に
見
え
る
が
、
最
近
で
も
森
高
 
 

千
里
の
「
渡
良
瀬
層
」
と
い
う
歌
に
も
同
様
な
二
人
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

も
う
一
つ
「
僕
」
に
関
し
て
は
、
何
故
「
僕
」
が
こ
の
過
去
の
話
を
現
 
 

在
思
い
出
し
た
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
確
か
に
こ
の
町
の
火
事
の
新
聞
 
 

記
事
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
現
在
の
 
 

「
僕
」
の
状
況
が
こ
の
過
去
を
語
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
は
 
 

ず
で
あ
る
。
は
ず
、
と
い
う
の
は
こ
の
作
品
に
は
現
在
の
「
僕
」
に
つ
い
 
 

て
は
殆
ど
善
か
れ
て
い
な
い
か
ち
で
あ
る
。
何
故
過
去
を
語
る
の
か
。
い
 
 

や
、
で
は
過
去
と
は
何
か
。
大
森
荘
蔵
氏
は
過
去
に
つ
い
て
、
過
去
は
実
 
 

在
す
る
の
で
は
な
く
、
想
起
体
験
と
し
て
在
る
の
み
で
あ
り
、
「
過
去
物
語
」
 
 

に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
そ
れ
は
小
説
に
類
似
す
る
と
い
う
 
 

指
摘
を
し
て
い
る
。
 
 

か
く
て
、
想
起
さ
れ
る
の
は
過
去
の
知
覚
風
景
な
ど
で
は
な
く
て
過
 
 
 

去
命
題
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
想
起
さ
れ
る
過
去
と
は
過
去
の
知
 
 
 

覚
風
景
の
走
馬
燈
な
ど
で
は
な
く
て
命
題
集
合
な
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
点
で
想
起
さ
れ
る
過
去
に
一
番
に
て
い
る
の
は
、
同
じ
く
知
覚
 
 
 

と
は
無
縁
の
命
邁
集
合
で
あ
る
数
学
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
数
学
に
似
 
 
 

た
過
去
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
と
思
う
人
に
は
、
小
説
や
物
語
り
を
勧
 
 
 

め
た
い
。
映
画
と
違
っ
て
い
っ
さ
い
の
知
覚
的
映
像
を
欠
い
た
純
粋
な
 
 
 

命
邁
集
合
で
あ
る
小
説
や
物
語
り
こ
そ
、
過
去
の
類
比
と
し
て
は
こ
の
 
 
 

上
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
物
語
れ
に
知
覚
的
挿
し
絵
を
と
か
く
つ
け
 
 
 

た
が
る
知
覚
未
練
が
あ
る
こ
と
さ
え
も
が
過
去
そ
っ
く
り
で
は
あ
る
ま
 
 
 

い
か
。
 
 

（
『
時
は
流
れ
ず
』
青
土
社
刊
）
 
 
 

さ
ら
に
過
去
の
想
起
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
 
 

こ
れ
ら
の
想
起
さ
れ
た
文
章
や
物
語
は
想
起
さ
れ
た
経
験
の
描
写
や
 
 
 

叙
述
で
は
な
い
。
そ
の
文
章
や
物
語
、
そ
れ
ら
が
想
起
さ
れ
た
当
の
も
 
 
 

の
な
の
で
あ
っ
て
、
想
起
さ
れ
た
経
験
の
言
語
的
表
現
で
は
な
い
の
で
 
 
 

あ
る
。
 
 

（
『
時
間
と
自
我
』
青
土
社
刊
）
 
 
 

つ
ま
り
、
例
え
ば
こ
こ
で
十
年
前
の
事
を
回
想
し
て
い
る
が
、
回
想
し
 
 

て
か
ら
文
章
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
も
の
そ
 
 

の
も
の
こ
そ
が
回
想
の
実
体
な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
以
外
に
は
実
体
と
 
 

し
て
の
過
去
な
ど
な
い
。
こ
れ
は
小
説
の
場
合
当
然
で
あ
る
。
こ
こ
に
措
 
 

か
れ
て
い
る
も
の
以
外
の
出
来
事
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
 
 

ど
も
物
語
世
界
に
お
い
て
は
、
読
者
は
往
々
に
し
て
こ
の
「
僕
」
に
は
実
 
 

体
験
と
し
て
の
過
去
が
存
在
し
、
そ
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
 
 

錯
覚
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
作
品
で
は
過
去
に
つ
い
て
、
「
過
 
 

去
の
記
憶
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
中
心
を
な
す
事
件
が
あ
れ
ば
、
後
か
 
 

ら
そ
の
事
件
に
与
え
た
解
釈
に
従
っ
て
都
合
よ
く
整
頓
さ
れ
て
し
ま
う
も
 
 

の
だ
。
」
と
、
実
際
に
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
回
想
に
よ
っ
 
 

て
そ
れ
が
解
釈
さ
れ
て
し
ま
い
、
実
際
と
は
ズ
レ
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
都
合
よ
く
整
頓
」
さ
れ
た
も
の
こ
そ
が
、
即
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ち
過
去
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
過
去
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
大
 
 

森
氏
は
、
知
覚
と
想
起
を
絶
対
的
に
違
う
も
の
と
し
て
論
を
展
開
し
て
い
 
 

る
が
、
果
た
し
て
知
覚
は
想
起
と
は
無
縁
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
る
で
 
 

異
質
の
も
の
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
現
在
の
知
覚
も
想
起
 
 

な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
）
十
年
前
の
過
去
を
回
想
す
る
と
い
う
 
 

こ
と
は
、
そ
の
過
去
を
今
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
事
に
他
な
ら
な
い
。
 
 

そ
し
て
、
何
故
今
そ
の
過
去
が
必
要
な
の
か
。
そ
れ
は
先
に
も
触
れ
た
よ
 
 

う
に
現
在
の
「
僕
」
必
ず
し
も
人
生
の
本
質
の
近
く
に
い
る
訳
で
は
な
い
 
 

か
ら
で
は
な
い
か
。
逆
に
あ
の
十
年
前
に
「
僕
」
は
人
生
の
本
質
の
近
く
 
 

に
い
た
と
い
う
事
な
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
現
在
の
「
僕
」
が
ど
の
よ
 
 

う
な
状
況
に
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
僕
」
は
充
た
さ
れ
 
 

て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
回
想
に
よ
っ
て
過
去
を
生
き
直
そ
う
と
し
て
い
 
 

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
生
の
本
質
の
近
く
に
い
な
が
ら
そ
れ
に
眼
 
 

を
向
け
な
か
っ
た
過
去
の
自
分
に
対
し
て
、
も
う
一
度
過
去
を
回
想
す
る
 
 

こ
と
に
よ
っ
て
人
生
の
本
質
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

Ⅵ
 
ま
と
め
 
 

こ
の
作
品
の
恋
愛
は
、
「
直
之
」
と
「
秀
」
と
の
心
中
と
い
う
「
真
の
 
 

悲
劇
」
に
よ
っ
て
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
作
品
の
人
物
た
ち
は
、
誰
も
無
理
 
 

夫
理
相
手
を
「
所
有
」
し
ょ
ぅ
と
せ
ず
、
ま
た
、
相
手
に
愛
さ
れ
よ
う
と
 
 

す
る
努
力
も
し
な
い
。
常
に
相
手
の
気
持
ち
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

し
か
し
、
そ
れ
で
も
悲
劇
は
起
こ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
が
周
り
の
 
 

人
に
良
か
れ
と
重
い
な
が
ら
悲
劇
は
起
こ
る
。
不
条
理
だ
と
言
っ
て
し
ま
 
 

え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
実
は
も
う
一
つ
彼
ら
の
恋
愛
を
悲
劇
へ
と
導
 
 

く
要
因
が
こ
の
作
品
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
何
度
か
 
 

指
摘
し
て
き
た
、
「
廃
市
」
と
い
う
こ
の
町
の
閉
鎖
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
郁
 
 

代
」
は
寺
に
こ
も
っ
た
と
し
て
も
こ
の
町
か
ら
は
出
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
 
 

「
郁
代
」
に
「
直
之
」
 
へ
の
未
練
が
あ
っ
た
か
ら
と
も
解
釈
で
き
る
し
、
 
 

同
時
に
作
品
に
は
こ
の
町
を
め
ぐ
つ
て
の
境
界
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
 
 

が
作
中
人
物
た
ち
を
縛
り
付
け
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。
先
 
 

に
触
れ
た
よ
う
に
、
前
者
の
よ
う
な
解
釈
は
物
語
世
界
の
論
理
で
あ
り
、
 
 

そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
解
釈
は
作
品
の
論
理
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
論
 
 

理
で
あ
る
。
物
語
世
界
に
お
い
て
作
中
人
物
た
ち
は
現
実
の
我
々
の
よ
う
 
 

に
考
え
行
動
し
て
い
る
と
想
定
で
き
る
。
当
然
そ
こ
に
は
行
動
に
い
た
る
 
 

理
由
、
論
理
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
が
未
練
と
い
う
こ
 
 

と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
境
界
を
越
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
 
 

れ
ら
作
中
人
物
の
意
識
な
ど
を
越
え
た
規
制
と
し
て
作
品
に
存
在
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
作
品
の
見
え
な
い
コ
ー
ド
で
あ
る
。
作
中
人
物
た
ち
は
そ
 
 

の
こ
と
に
は
気
付
い
て
い
な
い
。
物
語
世
界
の
論
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
死
と
物
語
世
界
と
の
結
び
つ
き
も
、
 
 

こ
の
物
語
世
界
の
閉
鎖
性
に
繋
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
 
 

死
と
は
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
 
 

世
界
が
過
去
の
回
想
・
想
起
で
あ
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
過
 
 

去
も
ま
た
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
作
中
 
 

人
物
が
何
重
に
も
「
廃
市
」
と
い
う
空
間
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
 
 

こ
の
作
品
の
悲
劇
の
原
因
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
作
中
人
物
た
ち
は
 
 

最
初
か
ら
悲
劇
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
加
え
 
 

て
、
こ
の
「
廃
市
」
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
規
制
は
、
も
う
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一
つ
の
よ
り
大
き
な
規
制
を
我
々
に
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
小
 
 

説
の
人
物
た
ち
は
小
説
の
世
界
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
規
制
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
作
中
人
物
た
ち
の
宿
命
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
 
 

あ
ま
り
に
当
た
り
前
す
ぎ
て
、
我
々
 
（
読
者
）
．
が
と
も
す
る
と
忘
れ
て
い
 
 

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
我
々
と
作
中
人
物
た
ち
と
の
決
定
的
な
違
い
 
 

で
も
あ
る
。
（
と
は
い
え
、
我
々
は
我
々
自
身
に
は
そ
の
よ
う
な
規
制
な
 
 

ど
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
、
我
々
も
ま
た
我
々
を
越
え
美
な
に
か
に
 
 

よ
っ
て
こ
の
世
界
に
囚
わ
れ
て
い
な
い
と
言
い
切
れ
る
だ
ろ
う
か
。
）
 
こ
 
 

の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
廃
市
」
と
い
う
物
語
世
界
と
作
中
人
物
と
 
 

の
関
係
と
、
小
説
と
作
中
人
物
と
の
関
係
は
相
似
の
関
係
だ
と
い
え
る
だ
 
 

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
小
説
も
ま
た
「
廃
市
」
と
し
て
、
 
 

あ
る
い
は
廃
墟
と
し
て
さ
え
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
作
品
宣
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
腰
似
 
 

は
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
直
之
」
は
「
僕
」
に
「
廃
市
」
と
い
う
こ
と
を
亭
っ
前
に
、
こ
の
町
 
 

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
た
。
 
 

「
掘
割
で
す
か
。
し
か
し
掘
割
と
い
う
の
は
人
工
的
な
も
の
で
し
ょ
 
 
 

う
。
（
中
略
）
だ
か
ら
こ
れ
は
自
然
の
風
景
と
い
う
の
と
は
違
う
ん
で
 
 
 

す
よ
。
請
わ
ば
人
工
的
な
も
の
で
、
従
っ
て
ま
た
頚
廃
的
な
も
の
で
す
。
 
 
 

町
の
人
た
ち
も
、
熱
心
な
の
は
行
事
だ
と
か
遊
芸
だ
と
か
ば
か
り
で
、
 
 
 

本
質
的
に
類
廃
し
て
い
る
の
で
す
。
私
が
思
う
に
こ
の
町
は
次
第
に
滅
 
 
 

び
つ
つ
あ
る
ん
で
す
よ
。
生
気
と
い
う
も
の
が
な
い
、
あ
る
の
は
退
屈
 
 
 

で
す
、
倦
怠
で
す
、
無
為
で
す
。
た
だ
時
間
を
使
い
果
た
し
て
行
く
だ
 
 
 

け
で
す
。
」
 
 
 

こ
の
言
葉
を
受
け
て
「
僕
」
は
「
つ
ま
り
芸
術
的
な
ん
で
す
ね
、
」
と
 
 

言
う
。
人
工
的
で
あ
り
、
頚
廃
的
で
あ
る
の
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
芸
術
に
通
 
 

じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
僕
」
の
 
 

言
葉
に
対
し
て
さ
ら
に
「
直
之
」
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
 
 

「
さ
あ
ど
う
で
す
か
。
芸
術
と
い
う
の
は
、
芸
術
上
の
目
的
を
追
っ
 
 
 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
此
処
で
は
、
そ
ん
な
目
的
 
 
 

な
ん
か
な
い
、
要
す
る
に
一
日
一
日
が
耐
え
が
た
い
ほ
ど
退
屈
な
の
で
、
 
 
 

何
か
し
ら
憂
さ
暗
っ
し
を
求
め
て
、
或
い
は
運
河
に
凝
り
、
或
い
は
音
 
 
 

曲
に
凝
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
」
 
 
 

滅
び
の
美
と
言
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
芸
術
的
と
い
う
こ
 
 

と
は
、
小
説
の
世
界
を
示
唆
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
い
さ
さ
 
 

か
発
展
し
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
町
の
存
在
、
在
り
様
は
む
し
 
 

ろ
小
説
の
世
界
そ
の
も
の
に
類
似
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

「
人
工
的
」
と
い
う
の
も
、
小
説
と
は
ま
さ
に
人
工
的
な
も
の
以
外
の
 
 

な
に
も
の
で
も
な
い
し
、
こ
の
町
の
外
か
ら
や
っ
．
て
き
た
「
僕
」
と
、
作
 
 

品
を
読
む
読
者
の
位
置
と
同
じ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
町
の
人
た
ち
 
 

が
こ
の
町
か
ら
出
て
い
け
な
い
よ
う
に
、
小
説
の
作
中
人
物
た
ち
は
そ
の
 
 

作
品
か
ら
自
由
に
出
て
い
く
こ
と
は
出
来
な
い
 
（
幾
つ
か
の
例
外
的
な
作
 
 

品
は
あ
る
に
し
て
も
）
。
で
は
こ
の
町
が
滅
ん
で
い
く
よ
う
に
小
説
の
世
 
 

界
も
ま
た
滅
ん
で
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
物
語
世
界
の
時
間
は
小
 
 

説
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
「
時
間
を
使
い
果
た
し
て
 
 

い
く
」
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
そ
こ
は
仮
死
の
空
間
な
の
 
 

か
。
い
や
、
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
世
界
と
は
ま
さ
に
「
廃
墟
」
の
こ
と
 
 

で
は
な
い
の
か
。
小
説
は
や
が
て
皆
「
廃
墟
」
と
化
し
て
行
く
の
で
あ
ろ
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う
か
。
そ
し
て
、
作
中
人
物
た
ち
は
そ
の
中
で
死
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
無
論
、
我
々
読
者
は
我
々
が
生
き
て
い
る
よ
う
に
彼
ら
が
生
き
て
い
 
 

る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
彼
ら
は
言
葉
で
あ
 
 

り
、
死
ん
で
い
た
の
だ
と
。
け
れ
ど
も
物
語
世
界
に
お
い
て
彼
ら
は
生
き
 
 

て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
を
主
体
に
考
え
る
な
ら
彼
ら
は
我
々
と
同
じ
よ
 
 

う
に
生
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
作
品
で
は
作
 
 

中
人
物
た
ち
が
自
分
た
ち
は
死
ん
で
い
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
 
 

て
い
る
こ
と
を
読
者
に
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
こ
 
 

の
よ
う
な
閏
は
あ
ま
り
に
発
展
さ
せ
す
ぎ
た
荒
唐
無
稽
の
発
想
か
も
し
れ
 
 

な
い
が
、
例
え
ば
、
ミ
ヒ
ヤ
エ
ル
・
エ
ン
デ
の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
（
上
 
 

田
・
佐
藤
訳
、
岩
波
書
店
刊
）
 
に
は
物
語
世
界
が
「
虚
無
」
と
化
し
て
い
 
 

く
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
 
 

た
い
て
い
そ
れ
は
 
一
 
つ
ま
り
、
そ
の
何
も
な
い
虚
ろ
な
場
所
、
ま
あ
 
 
 

虚
無
と
い
え
ば
い
い
か
な
、
そ
れ
は
、
初
め
の
う
ち
ご
く
小
さ
い
、
せ
 
 
 

い
ぜ
い
く
い
な
の
卵
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
な
ん
だ
が
、
ぐ
ん
ぐ
ん
拡
が
っ
 
 
 

て
く
る
ん
で
す
。
 
 
 

こ
の
物
語
世
界
に
拡
が
っ
て
い
く
「
虚
無
」
は
、
「
廃
墟
」
す
ら
残
し
 
 

は
し
な
い
。
必
ず
し
も
物
語
世
界
が
「
廃
墟
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
意
 
 

味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
「
直
之
」
の
言
葉
は
 
注
（
 

1
）
 
 

す
べ
て
の
作
中
人
物
た
ち
の
声
を
代
弁
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
 
 

う
か
。
小
説
と
は
「
廃
墟
」
な
の
で
あ
り
、
作
中
人
物
た
ち
は
そ
の
中
で
 
 

死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
 
（
読
者
）
 
は
作
品
を
読
み
な
が
ら
我
々
の
 
 

勝
手
な
想
像
力
に
よ
っ
て
作
中
人
物
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
が
、
作
中
人
 
 

物
を
本
当
に
主
体
的
に
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
「
直
之
」
の
言
葉
は
読
 
 

者
が
と
も
す
る
と
忘
れ
が
ち
な
作
中
人
物
た
ち
の
内
面
か
ら
の
声
で
あ
る
 
 

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
「
廃
市
」
と
い
う
の
は
ま
さ
 
 

に
小
説
の
世
界
そ
の
も
の
を
措
い
て
い
る
と
さ
え
言
え
を
の
で
は
な
い
だ
 
 

ろ
う
か
。
 
 
 

い
や
、
先
に
も
触
れ
た
「
食
欲
増
進
作
用
」
と
い
う
の
は
」
読
者
を
こ
 
 

の
物
語
世
界
に
導
こ
う
と
す
る
機
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
廃
墟
」
か
 
 

ら
作
品
を
守
ろ
う
と
す
る
機
能
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
読
書
 
 

と
い
う
の
は
作
品
世
界
が
読
者
の
中
に
生
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
 
 

は
読
者
の
中
に
生
き
続
け
て
行
く
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
テ
ク
ス
ト
と
い
 
 

う
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
読
者
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
 
 

と
言
え
る
の
で
ぁ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
作
中
人
物
た
ち
は
自
ら
を
主
 
 

体
的
に
捉
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
我
々
（
読
者
）
 
 

に
し
て
も
果
た
し
て
自
己
の
存
在
を
自
己
自
身
の
み
で
確
立
で
き
る
の
か
 
 

疑
問
で
あ
る
。
我
々
も
ま
た
誰
か
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
 
 

の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
中
人
物
に
注
目
す
る
こ
と
、
 
 

作
中
人
物
を
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
、
そ
れ
は
ま
た
我
々
自
身
の
姿
を
顧
 
 

み
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
作
品
に
措
か
れ
た
「
廃
市
」
と
は
ま
さ
に
死
を
象
徴
す
る
空
間
で
 
 

あ
り
、
先
に
引
用
し
た
飯
島
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
死
は
我
々
 
 

の
外
に
存
在
し
て
い
る
。
我
々
は
死
と
は
共
存
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
 
 

こ
の
「
廃
市
」
は
死
ん
だ
町
に
死
ん
だ
人
た
ち
が
暮
ら
し
て
い
る
死
と
と
 
 

も
に
あ
る
町
で
あ
り
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
死
を
内
面
化
し
た
人
た
ち
 
 

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
「
直
之
」
は
そ
れ
を
具
体
化
し
た
と
言
え
る
だ
 
 

ろ
う
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
は
単
に
死
を
象
徴
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
死
と
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生
と
の
境
界
の
曖
昧
さ
を
も
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
姉
 
 

は
死
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
し
、
「
安
子
」
も
「
直
之
」
も
自
ら
を
死
 
 

ん
で
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
死
を
内
面
化
し
具
体
化
し
た
「
直
之
」
 
 

の
前
に
、
生
き
て
い
る
「
僕
」
は
「
安
子
」
の
愛
情
に
お
い
て
負
け
た
の
 
 

で
あ
る
。
む
し
ろ
死
ん
で
い
る
も
の
の
方
こ
そ
愛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
「
安
子
」
が
最
も
無
条
件
に
愛
し
て
い
た
の
は
、
死
ん
だ
母
で
あ
っ
た
。
）
 
 

ま
た
、
飯
沢
氏
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
廃
墟
」
と
は
必
ず
し
も
否
 
 

定
的
に
の
み
捉
え
ら
れ
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
。
そ
こ
は
「
疲
れ
切
っ
た
 
 

魂
を
和
ら
げ
、
安
ら
か
に
包
み
込
」
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
場
所
な
の
で
あ
 
 

る
。
そ
し
て
、
我
々
（
読
者
）
も
ま
た
、
ど
こ
か
に
死
に
対
す
る
憧
僚
（
タ
 
 

ナ
ト
ス
）
を
抱
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
ま
た
「
疲
れ
切
っ
 
 

た
魂
」
を
も
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
こ
の
「
廃
市
」
、
「
廃
墟
」
 
 

と
い
う
も
の
に
我
々
を
引
き
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
疲
れ
切
 
 

り
、
死
を
内
面
化
し
た
「
直
之
」
の
自
殺
は
、
そ
の
よ
う
な
読
者
に
あ
る
 
 

種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
我
々
 
 

の
住
む
世
界
も
ま
た
今
「
廃
墟
」
、
「
廃
市
」
と
化
し
て
い
な
い
と
言
い
切
 
 

れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
廃
市
」
と
我
々
 
（
世
界
）
 
と
の
距
離
は
そ
ん
な
に
は
 
 

遠
く
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

注
 
 

（
1
）
安
部
公
房
の
『
人
魚
伝
』
 
（
「
文
学
界
」
昭
和
三
十
七
年
六
月
）
 
の
 
 

冒
頭
に
は
こ
の
作
中
人
物
の
閉
鎖
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
 
 

と
作
中
の
主
人
公
が
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

物
語
の
主
人
公
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
鏡
に
う
つ
っ
た
自
分
の
な
 
 
 

か
に
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
わ
り
を
と
り
ま
い
 
 
 

て
い
る
の
は
、
た
だ
過
去
の
背
景
だ
け
だ
。
向
こ
う
側
に
あ
る
の
は
、
 
 
 

薄
っ
ぺ
ら
な
一
枚
の
水
銀
の
膜
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
未
来
は
お
ろ
か
、
 
 
 

現
在
さ
え
も
消
え
う
せ
て
、
残
さ
れ
た
て
い
る
の
は
、
物
語
と
い
う
檻
 
 
 

の
な
か
を
、
熊
の
よ
う
に
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
 
 
 

だ
の
に
、
ど
こ
か
の
馬
鹿
が
、
ま
た
せ
っ
せ
と
小
説
な
ど
を
書
い
て
い
 
 
 

る
。
人
生
が
、
一
冊
の
本
の
よ
う
な
も
の
だ
な
ど
と
思
い
こ
ま
せ
よ
う
 
 
 

と
し
て
、
無
駄
な
行
間
を
つ
い
や
し
て
い
る
。
と
ん
で
も
な
い
話
だ
。
 
 
 

息
を
ひ
そ
め
た
囁
き
や
、
し
の
び
足
が
求
め
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
物
 
 
 

語
か
ら
人
生
を
と
り
も
ど
す
た
め
の
処
方
箋
…
…
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
 
 
 

こ
の
刑
期
を
満
了
で
き
る
か
の
、
は
つ
き
り
し
た
見
と
お
し
だ
と
い
う
 
 
 

の
に
。
 
 
 

「
ま
わ
り
を
と
り
ま
い
て
い
た
の
は
、
た
だ
過
去
の
背
景
だ
け
だ
」
と
 
 

い
う
の
は
、
ま
さ
に
「
廃
市
」
の
風
景
そ
の
も
の
で
あ
る
。
小
説
世
界
に
 
 

は
過
去
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
中
に
作
中
人
物
た
ち
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
作
中
人
物
を
主
体
に
し
て
小
説
の
閉
鎖
 
 

性
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
中
人
物
た
ち
は
小
説
か
ら
 
 

で
ら
れ
な
い
こ
と
に
不
瀞
な
の
で
あ
る
。
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