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一
　
本
稿
の
狙
い

坂
口
安
吾
「
白
痴
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
一
年
六
月
）
は
、
二
十
七
歳
の

男
性
・
伊
沢
を
主
人
公
と
す
る
、
三
人
称
の
小
説
で
あ
る
。
時
は
昭
和

二
十
年
三
月
十
日
の
東
京
大
空
襲
前
後
。
文
化
映
画
の
演
出
家
見
習
い

で
あ
る
伊
沢
は
、
上
か
ら
の
命
令
で
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
言
葉
を

書
く
だ
け
の
日
々
に
辟
易
し
て
い
る
。
自
分
は
現
実
と
合
っ
た
、
芸
術

性
あ
る
仕
事
が
で
き
る
の
に
、
周
囲
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
思
っ
て
い

る
。
現
実
感
の
な
い
、
空
虚
な
言
葉
を
弄
ぶ
記
者
や
演
出
家
た
ち
を
、

伊
沢
は
ひ
ど
く
軽
蔑
す
る
。
し
か
し
、
思
い
が
け
ず
同
棲
す
る
こ
と
に

な
っ
た
「
白
痴

（
注
１
）」

の
女
と
接
す
る
う
ち
に
、
自
身
も
現
実
と
合
わ
な
い

言
葉
を
弄
ん
で
い
た
こ
と
に
気
付
く
。「
白
痴
」
の
女
を
表
す
伊
沢
の
言

葉
は
一
定
し
な
い
ま
ま
、
伊
沢
と
「
白
痴
」
の
女
は
四
月
十
五
日
の
空

襲
を
迎
え
る
。「
白
痴
」
の
女
と
暗
闇
の
中
を
進
む
う
ち
に
、
何
も
か
も

馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
っ
た
伊
沢
は
、
い
つ
し
か
考
え
る
こ
と
も
な
く
な
っ

て
い
た
。
語
り
手
は
戦
後
の
時
点
か
ら
語
っ
て
い
る
が
、
伊
沢
の
内
面
が

語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
語
り
手
の
位
置
は
伊
沢
に
近
い
と
考
え
て
よ
い
。

本
稿
で
は
、
坂
口
安
吾
「
白
痴
」（
以
下
、
本
作
と
す
る
）
に
散
見
さ
れ

る
、
伊
沢
の
言
葉
へ
の
意
識
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
本
作
か
ら
汲
み
取

り
得
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
検
討
す
る
。
本
作
は
、
現
実
と
は
こ
う
い
う
も

の
だ
と
い
っ
た
自
身
の
言
葉
に
よ
る
現
実
と
、「
露
路
」
の
現
実
と
の
間

の
ギ
ャ
ッ
プ
に
驚
く
伊
沢
の
描
写
で
始
ま
る
。
そ
し
て
、
現
実
か
ら
か

け
離
れ
た
文
章
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
記
者
な
ど
へ
の
伊
沢

の
批
判
に
、
少
な
く
な
い
紙
数
が
割
か
れ
る
な
ど
、
言
葉
へ
の
意
識
が

一
つ
の
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

河

内

重

雄

坂
口
安
吾
「
白
痴
」
論

―
言
葉
へ
の
意
識
を
出
発
点
に
―
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私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
時
に
言
葉
を
意
識
し
て
し
ま
う
の
か
。
長
谷

川
宏
氏
は
『
こ
と
ば
へ
の
道

（
注
２
）』

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

	

こ
と
ば
の
世
界
を
明
確
に
対
象
化
し
な
い
ま
ま
に
そ
こ
に
生
き

て
い
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
た
ち
の
日
々
の
生
活
態
度
だ
と
す

れ
ば
、
こ
と
さ
ら
に
こ
と
ば
そ
の
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
る
と
い

う
事
態
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
生
活
の
危
機
を
反
映
し
た
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
つ
か
い
な
れ
た
こ
と
ば
が
あ
つ
か
い

に
困
る
異
様
な
も
の
、
な
じ
み
の
な
い
異
物
と
し
て
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
平
穏
な
生
活
場
裡
に
生
じ
た
裂
け

目
に
身
を
置
い
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
の
と
き
わ
た
し
た
ち
は
、
こ

と
ば
に
自
覚
的
に
立
ち
む
か
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
。
こ
と
ば
を

渇
仰
す
る
に
せ
よ
峻
拒
す
る
に
せ
よ
、
安
ん
じ
て
身
を
置
け
る
こ

と
ば
は
も
は
や
そ
こ
に
は
な
い
。

	

「
わ
た
し
た
ち
は
、
平
穏
な
生
活
場
裡
に
生
じ
た
裂
け
目
に
身
を
置
い

て
い
る
」
は
、
別
の
箇
所
で
は
「
表
現
主
体
と
外
部
世
界
と
の
あ
い
だ

に
ふ
か
い
亀
裂
が
生
じ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
亀
裂
が
生
じ
る
原
因

と
し
て
は
、
本
作
に
例
を
と
る
と
、
大
は
戦
争
勃
発
に
よ
る
外
部
世
界

の
極
端
な
変
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
は
「
白
痴
」
の
女
と
の
思
わ
ぬ
同

棲
（
こ
れ
ま
で
接
し
た
こ
と
の
な
い
人
達
と
の
接
触
）
や
、
職
を
失
い
路
頭
に
迷

う
こ
と
へ
の
恐
怖
と
い
っ
た
、
外
部
世
界
や
表
現
主
体
の
変
化
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
外
部
世
界
や
表
現
主
体
に
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
変
化
が
生

じ
た
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
何
気
な
く
使
っ
て
い
た
言
葉
に
違
和
感
を
覚

え
、
言
葉
自
体
が
意
識
さ
れ
て
し
ま
う
。
長
谷
川
氏
の
指
摘
は
こ
の
よ

う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
稿
で
は
こ
の
指
摘
を
出
発
点
に
、
本
作
を
、
言
葉
と
現
実
と
の
間

の
亀
裂
と
の
対
決
（
本
稿
第
二
章
）
か
ら
、
言
葉
の
放
棄
（
本
稿
第
三
章
）
へ

と
至
る
物
語
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
で
、
固
有
の
光
景
・
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
探
る
こ
と
と
す
る
。
本
作
は
そ
の
研
究
の
歴
史
か
ら
し
て
、
本
作
の

み
を
論
じ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
理
由
を
求
め
ら
れ
そ
う
な
状
況
に
あ

る
。
な
ぜ
「
堕
落
論

（
注
３
）」

や
「
文
学
の
ふ
る
さ
と

（
注
４
）」

と
関
連
付
け
な
い
の

か
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
松
本
常
彦
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る

の
も
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い

（
注
５
）。

	

「
白
痴
」
を
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
定
型
（
小
説
「
白
痴
」
に
「
堕

落
論
」
の
主
張
を
見
る
こ
と
―
河
内
注
）
の
中
で
読
み
解
く
こ
と
は
、

「
作
者
の
意
図
」
の
再
現
で
は
あ
っ
て
も
、
時
に
は
「
あ
と
は
野
と

な
れ
山
と
な
れ
」
と
い
っ
た
要
素
を
含
み
、「
作
者
の
意
図
」
を
裏

切
っ
て
「
ま
つ
た
く
、
あ
べ
こ
べ
に
」
な
る
ペ
ン
の
動
き
を
徹
底

的
に
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。「
堕
落
論
」
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
文

章
で
あ
れ
、「
堕
落
」
や
「
肉
体
」
な
ど
の
論
理
と
の
同
調
性
や
共
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二
　
言
葉
と
現
実
と
の
間
の
溝
へ
の
直
面

本
作
の
主
人
公
の
伊
沢
は
、「
大
学
を
卒
業
す
る
と
新
聞
記
者
に
な

り
、
つ
ゞ
い
て
文
化
映
画
の
演
出
家
（
ま
だ
見
習
ひ
で
単
独
演
出
し
た

こ
と
は
な
い
）
に
な
つ
た
男
」
と
さ
れ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
文

化
映
画
は
国
民
の
教
育
や
戦
意
高
揚
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
作
で
は
、

演
出
家
や
新
聞
記
者
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る

（
注
６
）。

	

新
聞
記
者
だ
の
文
化
映
画
の
演
出
家
な
ど
は
賤
業
中
の
賤
業
で

あ
つ
た
。
彼
等
の
心
得
て
ゐ
る
の
は
時
代
の
流
行
と
い
ふ
こ
と
だ

け
で
、（
略
）
自
我
の
追
求
、
個
性
や
独
創
と
い
ふ
も
の
は
こ
の
世

界
に
は
存
在
し
な
い
。
彼
等
の
日
常
の
会
話
の
中
に
は
会
社
員
だ

の
官
吏
だ
の
学
校
の
教
師
に
比
べ
て
自
我
だ
の
人
間
だ
の
個
性
だ

の
独
創
だ
の
と
い
ふ
言
葉
が
汎
濫
し
す
ぎ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
が
、

そ
れ
は
言
葉
の
上
だ
け
の
存
在
で
あ
り
、
有
金
を
た
ゝ
い
て
女
を

口
説
い
て
宿ふ

つ
か
よ
い酔

の
苦
痛
が
人
間
の
悩
み
だ
と
云
ふ
や
う
な
馬

鹿
々
々
し
い
も
の
な
の
だ
つ
た
。（
略
）
凡
そ
精
神
の
高
さ
も
な
け

れ
ば
一
行
の
実
感
す
ら
も
な
い
架
空
の
文
章
に
憂
身
を
や
つ
し
、

映
画
を
つ
く
り
、
戦
争
の
表
現
と
は
さ
う
い
ふ
も
の
だ
と
思
ひ
こ

ん
で
ゐ
る
。（
略
）
要
す
る
に
如
何
な
る
時
代
に
も
こ
の
連
中
に
は

約
性
か
ら
「
白
痴
」
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
与
え
ら

れ
た
「
ひ
ど
く
合
理
的
で
、
始
め
か
ら
、
何
か
ハ
ッ
キ
リ
割
当
て

ら
れ
た
筋
書
の
や
う
に
首
尾
一
貫
し
た
も
の
」
を
読
む
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

	

無
論
、
松
本
氏
は
本
作
を
解
釈
す
る
上
で
、
本
作
以
外
の
作
品
を
参

照
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
要
は
参
照
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
参
照
の
仕
方
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、「「
あ
と
は
野

と
な
れ
山
と
な
れ
」
と
い
っ
た
要
素
」、「「
作
者
の
意
図
」
を
裏
切
っ
て

「
ま
つ
た
く
、
あ
べ
こ
べ
に
」
な
る
ペ
ン
の
動
き
」
を
見
る
と
い
う
こ
と

で
言
え
ば
、
ま
ず
は
安
吾
の
他
作
品
の
内
容
に
関
わ
り
な
く
、
本
作
の

展
開
を
じ
っ
く
り
追
う
に
如し

く
は
な
い
。
本
作
を
安
吾
の
他
作
品
と
関

連
付
け
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
然
る
後
に
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
堕
落
論
」
な
ど
の
他
作
品
か
ら
抽
出
し
た
「
堕
落
」
や
「
肉
体
」
な

ど
の
観
念
の
型
に
、
本
作
の
本
文
を
流
し
込
む
の
で
は
な
く
、
本
作
に

無
数
に
流
れ
る
潜
在
的
な
文
脈
の
一
つ
を
掘
り
起
こ
す
。
そ
の
よ
う
な

作
業
と
し
て
、
本
作
に
お
け
る
言
葉
へ
の
意
識
が
形
成
す
る
文
脈
を
明

確
化
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。
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内
容
が
な
く
空
虚
な
自
我
が
あ
る
だ
け
だ
。（
略
）

	
伊
沢
の
会
社
で
は
「
ラ
バ
ウ
ル
を
陥お

と

す
な
」
と
か
「
飛
行
機
を

ラ
バ
ウ
ル
へ
！
」
と
か
企
劃
を
た
て
コ
ン
テ
を
作
つ
て
ゐ
る
う
ち

に
敵
は
も
う
ラ
バ
ウ
ル
を
通
り
こ
し
て
サ
イ
パ
ン
に
上
陸
し
て
ゐ

た
。（
略
）
底
知
れ
ぬ
退
屈
を
植
え
つ
け
る
奇
妙
な
映
画
が
次
々
と

作
ら
れ
、（
略
）
芸
術
家
達
の
情
熱
は
白
熱
的
に
狂
躁
し
（
略
）
何
も

の
か
に
憑
か
れ
た
如
く
彼
等
の
詩
情
は
亢
奮
し
て
ゐ
る
。

	

記
者
や
演
出
家
は
、
現
実
と
合
わ
ぬ
、
空
虚
な
言
葉
を
書
き
連
ね
る

者
達
と
さ
れ
て
い
る
訳
だ
が
、
演
出
家
見
習
い
で
あ
る
伊
沢
も
そ
の
例

に
漏
れ
な
い
。
伊
沢
は
「
芸
術
の
独
創
を
信
じ
、
個
性
の
独
自
性
を
諦

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
が
、「
ま
だ
見
習
ひ
で
単
独
演
出
」
は
許
さ
れ

て
い
な
い
。
上
か
ら
命
じ
ら
れ
た
「
架
空
の
文
章
」
を
書
く
の
み
で
あ

る
。
こ
れ
は
新
聞
記
者
時
代
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
本
作
に
は
次
の
よ
う

な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

	

師
団
長
閣
下
の
訓
辞
を
三
分
間
も
か
ゝ
つ
て
長
々
と
写
す
必
要

が
あ
り
ま
す
か
、（
略
）
と
訊
い
て
み
る
と
、
部
長
は
プ
イ
と
顔
を

そ
む
け
て
舌
打
ち
し
て
、（
略
）

	

現
実
か
ら
遊
離
し
た
言
葉
を
書
き
連
ね
る
記
者
達
へ
の
蔑
み
。
そ
の

よ
う
な
言
葉
を
書
く
こ
と
を
強
い
る
上
役
へ
の
軽
蔑
。
こ
れ
ら
の
蔑
視

は
、
自
分
に
は
現
実
と
合
っ
た
、
芸
術
的
な
表
現
が
で
き
る
の
だ
と
い

う
自
負
の
裏
返
し
と
言
え
よ
う
。

伊
沢
が
表
現
主
体
た
る
自
身
と
現
実
世
界
と
の
間
の
亀
裂
を
、
換
言

す
れ
ば
、
自
身
の
言
葉
と
現
実
と
の
間
の
埋
め
難
い
溝
を
痛
切
に
感
じ

る
の
は
、「
白
痴
」
の
女
と
同
棲
す
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
花
田
俊
典
氏
は
「「
白
痴
」
評
釈

（
注
７
）」

で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

	

こ
う
し
て
、
白
痴
の
女
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。（
略
）

じ
つ
に
彼
女
こ
そ
、
こ
と
ば
も
生
活
も
剥
奪
さ
れ
た
〈
肉
体
〉
そ

の
も
の
、
い
う
な
れ
ば
〈
精
神
〉
の
象
徴
た
る
伊
沢
が
真
に
対
峙

す
る
に
足
り
る
存
在
で
あ
っ
た
。（
略
）

	

こ
こ
か
ら
、
伊
沢
の
「
突
き
放
さ
れ
る
」
物
語
が
始
ま
る
。
伊

沢
は
こ
と
ば
の
い
わ
ゆ
る
世
界
の
住
人
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
も

の
み
な
こ
と
ご
と
く
理
解
せ
ず
に
は
お
け
な
い
人
物
で
あ
る
。
そ

の
伊
沢
の
ま
え
に
、
も
の
自
体

0

0

0

0

と
し
て
の
白
痴
の
女
が
据
え
ら
れ

る
。（
略
）

	
白
痴
の
女
を
め
ぐ
っ
て
、
伊
沢
の
考
え
は
二
転
三
転
す
る
。
い

ま
彼
女
を
異
形
の
者
と
よ
ん
で
み
る
な
ら
、
そ
の
不
可
知
な
異
形

の
者
を
意
味
づ
け
、
理
解
し
、
み
ず
か
ら
の
秩
序
の
な
か
に
組
み
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込
ま
ん
と
し
て
、
伊
沢
は
懸
命
に
格
闘
す
る
。

	

伊
沢
は
「
白
痴
」
の
女
＝
現
実
と
自
ら
の
言
葉
と
の
間
の
溝
を
埋
め

る
べ
く
、「
懸
命
に
格
闘
す
る
」
と
い
う
点
は
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
現

実
に
よ
っ
て
驚
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、「
露
路
」
の
人
々
の
生
活

も
同
様
に
伊
沢
を
驚
か
す
が
、
こ
ち
ら
は
「
白
痴
」
の
女
と
は
違
っ
て
、

伊
沢
は
い
か
に
言
葉
で
言
い
表
す
か
で
ぶ
つ
か
り
続
け
た
り
は
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
傍
線
部
分
「
伊
沢
の
ま
え
に
、
も
の
自
体

0

0

0

0

と

し
て
」「
白
痴
」
の
女
が
登
場
し
て
き
た
と
い
う
の
は
、
正
確
で
は
な
い
。

「
白
痴
」
の
女
は
最
初
、
伊
沢
に
と
っ
て
自
明
の
対
象
と
し
て
現
れ
る
。

	

だ
が
、
気
違
ひ
と
常
人
と
ど
こ
が
違
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
。

違
つ
て
ゐ
る
と
い
へ
ば
、
気
違
ひ
の
方
が
常
人
よ
り
も
本
質
的
に

慎
み
深
い
ぐ
ら
ゐ
の
も
の
で
、
気
違
ひ
は
笑
ひ
た
い
時
に
ゲ
タ
ゲ

タ
笑
ひ
、（
略
）
二
時
間
ぐ
ら
ゐ
豚
の
顔
や
尻
を
突
つ
い
て
ゐ
た
り

す
る
。
け
れ
ど
も
彼
等
は
本
質
的
に
は
る
か
に
人
目
を
怖
れ
て
を

り
、（
略
）
彼
等
の
私
生
活
は
概
し
て
物
音
が
す
く
な
く
、
他
に
対

し
て
無
用
な
る
饒
舌
に
乏
し
く
、
思
索
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
露

路
の
片
側
は
ア
パ
ー
ト
で
伊
沢
の
小
屋
に
の
し
か
ゝ
る
や
う
に
年

中
水
の
流
れ
る
音
と
女
房
ど
も
の
下
品
な
声
が
溢
れ
て
を
り
、
姉

妹
の
淫
売
が
住
ん
で
ゐ
て
、（
略
）

	

白
痴
の
女
房
は
特
別
静
か
で
お
と
な
し
か
つ
た
。
何
か
お
ど
〳
〵

と
口
の
中
で
言
ふ
だ
け
で
、
そ
の
言
葉
は
良
く
き
ゝ
と
れ
ず
、
言

葉
の
き
ゝ
と
れ
る
時
で
も
意
味
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
か
つ
た
。（
略
）

母
親
は
大
の
不
服
で
、
女
が
御
飯
ぐ
ら
ゐ
炊
け
な
く
つ
て
、
と
怒

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
も
常
は
た
し
な
み
の
あ
る
品
の
良
い
婆
さ
ん

な
の
だ
が
、
何
が
さ
て
一
方
な
ら
ぬ
ヒ
ス
テ
リ
イ
で
、
狂
ひ
だ
す

と
気
違
ひ
以
上
に
獰ど

う

猛も
う

で
三
人
の
気
違
ひ
の
う
ち
婆
さ
ん
の
叫
喚

が
頭
ぬ
け
て
騒
し
く
病
的
だ
つ
た
。

	

伊
沢
に
と
っ
て
「
白
痴
」
の
女
た
ち
三
人
は
、「
常
人
よ
り
も
本
質
的

に
慎
み
深
い
」「
気
違
ひ
」
で
、「
彼
等
の
私
生
活
は
概
し
て
物
音
が
す

く
な
く
、（
略
）
思
索
的
な
も
の
」
だ
と
い
う
。
中
で
も
「
白
痴
の
女
房

は
特
別
静
か
で
お
と
な
し
」
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
気
違
ひ
」・

「
白
痴
」
像
は
、「
下
品
な
声
」
を
ま
き
散
ら
す
「
女
房
ど
も
」
や
、
慎

み
の
か
け
ら
も
な
い
記
者
達
と
対
照
的
だ
。「
白
痴
」
の
女
は
、
女
房
や

記
者
た
ち
の
否
定
形
と
し
て
、
分
か
り
切
っ
た
対
象
と
し
て
登
場
し
て

い
る
。

「
白
痴
」
の
女
を
表
す
自
身
の
言
葉
を
、
伊
沢
が
「
虚
妄
」
と
感
じ
る

の
は
、
伊
沢
が
「
白
痴
」
の
女
と
初
め
て
共
に
過
ご
し
た
夜
の
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
晩
、
伊
沢
が
家
に
帰
る
と
、
押
入
れ
の
中
に
「
白
痴
」
の

女
が
い
る
。
伊
沢
は
寝
床
を
二
つ
敷
き
、
女
を
寝
か
せ
る
が
、
女
は
す
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ぐ
に
寝
床
を
抜
け
出
て
し
ま
う
。
伊
沢
は
、
女
が
自
分
を
怖
れ
て
い
る

か
ら
抜
け
出
す
の
だ
と
思
う
が
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。

電
燈
を
消
し
て
一
二
分
た
ち
男
の
手
が
女
の
か
ら
だ
に
触
れ
な
い

た
め
に
嫌
は
れ
た
自
覚
を
い
だ
い
て
そ
の
羞
し
さ
に
蒲
団
を
ぬ
け

だ
す
と
い
ふ
こ
と
が
、
白
痴
の
場
合
は
そ
れ
が
真
実
悲
痛
な
こ
と

で
あ
る
の
か
、
伊
沢
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
ゝ
の
か
、
こ
れ
も
ハ
ッ

キ
リ
は
分
ら
な
い
。
遂
に
は
押
入
へ
閉
ぢ
こ
も
る
、
そ
れ
が
白
痴

の
恥
辱
と
自
卑
の
表
現
と
解
し
て
い
ゝ
の
か
、
そ
れ
を
判
断
す
る

為
の
言
葉
す
ら
も
な
い
の
だ
か
ら
、
事
態
は
と
も
か
く
彼
が
白
痴

と
同
格
に
成
り
下
る
以
外
に
法
が
な
い
。
な
ま
じ
ひ
に
人
間
ら
し

い
分
別
が
、
な
ぜ
必
要
で
あ
ら
う
か
。
白
痴
の
心
の
素
直
さ
を
彼

自
身
も
亦
も
つ
こ
と
が
人
間
の
恥
辱
で
あ
ら
う
か
。
俺
に
も
こ
の

白
痴
の
や
う
な
心
、
幼
い
、
そ
し
て
素
直
な
心
が
何
よ
り
必
要
だ

つ
た
の
だ
。（
略
）

	

彼
は
女
を
寝
床
へ
ね
せ
て
、
そ
の
枕
元
に
坐
り
、
自
分
の
子
供
、

三
ツ
か
四
ツ
の
小
さ
な
娘
を
ね
む
ら
せ
る
や
う
に
額
の
髪
の
毛
を

な
で
ゝ
や
る
と
、
女
は
ボ
ン
ヤ
リ
眼
を
あ
け
て
、
そ
れ
が
ま
つ
た

く
幼
い
子
供
の
無
心
さ
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
つ
た
。
私

は
あ
な
た
を
嫌
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
、
人
間
の
愛
情
の
表
現
は

決
し
て
肉
体
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
最
後
の
住
み
か
は

ふ
る
さ
と
で
、
あ
な
た
は
い
は
ゞ
常
に
そ
の
ふ
る
さ
と
の
住
人
の

や
う
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
な
ど
ゝ
伊
沢
も
始
め
は
妙
に
し
か
つ

め
ら
し
く
そ
ん
な
こ
と
も
言
ひ
か
け
て
み
た
が
、
も
と
よ
り
そ
れ

が
通
じ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
し
、
い
つ
た
い
言
葉
が
何
物
で
あ

ら
う
か
、（
略
）
生
の
情
熱
を
托
す
に
足
る
真
実
な
も
の
が
果
し
て

ど
こ
に
有
り
得
る
の
か
、
す
べ
て
は
虚
妄
の
影
だ
け
だ
。
女
の
髪

の
毛
を
な
で
ゝ
ゐ
る
と
、
慟
哭
し
た
い
思
ひ
が
こ
み
あ
げ
、
さ
だ

ま
る
影
す
ら
も
な
い
こ
の
捉
へ
が
た
い
小
さ
な
愛
情
が
自
分
の
一

生
の
宿
命
で
あ
る
や
う
な
、
そ
の
宿
命
の
髪
の
毛
を
無
心
に
な
で
ゝ

ゐ
る
や
う
な
切
な
い
思
ひ
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。

	

「
白
痴
の
心
の
素
直
さ
」、「
幼
い
子
供
の
無
心
さ
」、「
ふ
る
さ
と
の
住

人
」
と
い
っ
た
綺
麗
な
言
葉
に
よ
る
理
解
は
、
前
述
の
「
慎
み
深
い
」
と

い
っ
た
理
解
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の
時
点
で
も
、
伊
沢
に
と
っ
て

「
白
痴
」
の
女
は
、
自
身
の
言
葉
で
容
易
に
捉
え
得
る
存
在
と
言
え
る
。

伊
沢
が
「
白
痴
」
の
女
を
こ
れ
ら
の
言
葉
で
表
せ
な
く
な
る
の
は
、

「
二
百
円
の
決
定
的
な
力
」
を
自
覚
し
て
か
ら
で
あ
る
。

	
こ
の
白
痴
の
女
は
米
を
炊
く
こ
と
も
味
噌
汁
を
つ
く
る
こ
と
も

知
ら
な
い
。（
略
）
二
百
円
の
悪
霊
す
ら
も
こ
の
魂
に
は
宿
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
だ
。（
略
）
伊
沢
は
こ
の
女
と
抱
き
合
ひ
、
暗
い
曠
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野
を
飄
々
と
風
に
吹
か
れ
て
歩
い
て
ゐ
る
無
限
の
旅
路
を
目
に
描

い
た
。

	
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
想
念
が
何
か
突
飛
に
感
じ
ら
れ
、
途

方
も
な
い
馬
鹿
げ
た
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
も

亦
卑
小
き
は
ま
る
人
間
の
殻
が
心
の
芯
を
む
し
ば
ん
で
ゐ
る
せ
ゐ

な
の
だ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
し
か
も
尚
、
わ
き

で
る
や
う
な
こ
の
想
念
と
愛
情
の
素
直
さ
が
全
然
虚
妄
の
も
の
に

し
か
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ら
う
。
白
痴
の
女
よ
り
も
あ
の

ア
パ
ー
ト
の
淫
売
婦
が
、
そ
し
て
ど
こ
か
の
貴
婦
人
が
よ
り
人
間

的
だ
と
い
ふ
何
か
本
質
的
な
掟
が
在
る
の
だ
ら
う
か
。
け
れ
ど
も

ま
る
で
そ
の
掟
が
厳
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
馬
鹿
々
々
し
い
有
様

な
の
で
あ
つ
た
。

	

俺
は
何
を
怖
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
ま
る
で
あ
の
二
百
円
の

悪
霊
が
―
俺
は
今
こ
の
女
に
よ
つ
て
そ
の
悪
霊
と
絶
縁
し
よ
う

と
し
て
ゐ
る
の
に
、
そ
の
く
せ
矢
張
り
悪
霊
の
咒
文
に
よ
つ
て
縛

り
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
怖
れ
て
ゐ
る
の
は
た
ゞ
世
間

の
見
栄
だ
け
だ
。
そ
の
世
間
と
は
ア
パ
ー
ト
の
淫
売
婦
だ
の
妾
だ

の
（
略
）
鼻
に
か
ゝ
つ
た
声
を
だ
し
て
喚
い
て
ゐ
る
オ
カ
ミ
サ
ン
達

の
行
列
会
議
だ
け
の
こ
と
だ
。
そ
の
ほ
か
に
世
間
な
ど
は
ど
こ
に

も
あ
り
は
し
な
い
の
に
、
そ
の
く
せ
こ
の
分
り
き
つ
た
事
実
を
俺

は
全
然
信
じ
て
ゐ
な
い
。
不
思
議
な
掟
に
怯
え
て
ゐ
る
の
だ
。

	

伊
沢
に
と
っ
て
、
素
直
な
心
、
幼
い
子
供
の
無
心
さ
を
も
つ
「
白
痴
」

の
女
は
、「
や
り
き
れ
な
い
卑
小
な
生
活
」	

＝	「
二
百
円
の
悪
霊
」
と
は

無
縁
の
存
在
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
と
の
、
卑
小
な
生
活
に
煩
わ
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
、
二
人
き
り
で
愛
し
合
う
旅
を
伊
沢
は
思
い
描
く
が
、「
途

方
も
な
い
馬
鹿
げ
た
こ
と
の
や
う
に
」
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
白

痴
」
の
女
と
の
旅
が
「
全
然
虚
妄
の
も
の
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
」
の

は
、
二
百
円
の
「
悪
霊
の
咒
文
に
よ
つ
て
」
縛
ら
れ
て
お
り
、「
世
間
へ

の
見
栄
」
が
根
を
下
ろ
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
伊
沢
が
「
二
百
円
の
悪
霊
」
と
絶
縁
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
「
白

痴
」
像
を
「
虚
妄
」
と
感
じ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
描
い
て
い
た
「
白

痴
」
像
が
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ
。
実
際
に
接
し
、
共
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
自
明
だ
と
思
っ
て
い
た
対
象
が
実
は
自
明
で
も
何
で
も
な
か
っ

た
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

記
者
や
演
出
家
へ
の
あ
て
つ
け
の
言
葉
と
い
う
べ
き
「
白
痴
」
の
「
慎

み
深
」
さ
や
、「
ふ
る
さ
と
の
住
人
」
な
ど
、
寝
起
き
を
共
に
す
る
現
実

に
合
わ
な
い
、
現
実
（「
白
痴
」
の
女
）
に
対
し
先
行
し
過
ぎ
た
綺
麗
な
言

葉
は
無
意
味
で
あ
る
。
伊
沢
が
自
分
の
言
葉
と
現
実
と
の
間
の
亀
裂
に

直
面
し
、
表
現
主
体
た
る
自
己
と
現
実
世
界
と
を
つ
な
げ
る
べ
く
「
懸

命
に
格
闘
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
は
こ
の
時
点
か
ら
で
あ
り
、「
何
も
か

も
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
て
」、「
考
へ
る
こ
と
も
な
く
な
」
る
ま
で
、「
白
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痴
」
の
女
を
表
す
言
葉
は
変
転
を
重
ね
る
こ
と
と
な
る
。

三
　
言
葉
が
ど
う
で
も
よ
く
な
る
地
点
へ
と
至
る
道

「
白
痴
」
の
女
を
家
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
伊
沢
は
、
自
身
の
言

葉
も
「
一
行
の
実
感
す
ら
も
な
い
架
空
の
」
も
の
、「
虚
妄
」
で
あ
る
こ

と
を
思
い
知
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
、
以
降
「
白
痴
」
の
女
の

新
た
な
顔
を
知
る
度
に
、「
白
痴
」
の
女
を
表
す
伊
沢
の
言
葉
は
変
わ

り
、
言
葉
を
め
ぐ
る
格
闘
は
「
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し
く
な
」
る
ま
で

続
く
。
本
章
で
は
、
な
ぜ
何
も
か
も
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
の
か
に
つ

い
て
考
え
、
本
作
に
固
有
の
光
景
を
指
摘
す
る
。

伊
沢
が
何
も
か
も
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
る
の
は
、
四
月
十
五
日
の
空
襲

時
、「
人
間
」
と
な
っ
た
「
白
痴
」
の
女
と
共
に
暗
闇
の
中
を
逃
げ
て
い

る
時
の
こ
と
で
あ
る
。

	

女
は
ご
く
ん
と
頷
い
た
。

	

そ
の
頷
き
は
稚
拙
で
あ
つ
た
が
、
伊
沢
は
感
動
の
た
め
に
狂
ひ

さ
う
に
な
る
の
で
あ
つ
た
。
あ
ゝ
、
長
い
長
い
幾
た
び
か
の
恐
怖

の
時
間
、
夜
昼
の
爆
撃
の
下
に
於
て
、
女
が
表
し
た
始
め
て
の
意

志
で
あ
り
、
た
ゞ
一
度
の
答
へ
で
あ
つ
た
。（
略
）
今
こ
そ
人
間
を

抱
き
し
め
て
を
り
、
そ
の
抱
き
し
め
て
ゐ
る
人
間
に
、
無
限
の
誇

り
を
も
つ
の
で
あ
つ
た
。（
略
）

	

二
人
は
再
び
肩
を
組
み
、
火
の
海
を
走
つ
た
。（
略
）
ふ
と
見
る

と
小
川
に
梯
子
が
か
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
蒲
団
を
か
ぶ
せ
て
女

を
下
し
、
伊
沢
は
一
気
に
飛
び
降
り
た
。（
略
）
女
は
時
々
自
発
的

に
身
体
を
水
に
浸
し
て
ゐ
る
。
犬
で
す
ら
さ
う
せ
ざ
る
を
得
ぬ
状

況
だ
つ
た
が
、
一
人
の
新
た
な
可
愛
い
女
が
生
れ
で
た
新
鮮
さ
に

伊
沢
は
目
を
み
ひ
ら
い
て
水
を
浴
び
る
女
の
姿
態
を
む
さ
ぼ
り
見

た
。
小
川
は
や
う
や
く
火
の
海
の
炎
の
下
を
出
外
れ
て
暗
闇
の
下

を
流
れ
は
じ
め
た
。
空
一
面
の
火
の
色
で
真
の
暗
闇
は
有
り
得
な

か
つ
た
が
、
再
び
生
き
て
見
る
こ
と
を
得
た
暗
闇
に
、
伊
沢
は
む

し
ろ
異え

体た
い

の
知
れ
な
い
大
き
な
疲
れ
と
、
涯は

て

知
れ
ぬ
虚
無
と
の
た

め
に
た
ゞ
放
心
が
ひ
ろ
が
る
様
を
見
る
の
み
だ
つ
た
。
そ
の
底
に

小
さ
な
安
堵
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
変
に
ケ
チ
く
さ
い
、
馬
鹿

げ
た
も
の
に
思
は
れ
た
。
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
て
ゐ
た
。

	

「
白
痴
」
の
女
が
「
人
間
」
に
な
っ
た
こ
と
に
感
動
す
る
の
も
束
の

間
、
何
も
か
も
が
ど
う
で
も
よ
く
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
本
作
で
も
特
に

難
解
な
箇
所
だ
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、「
再
び
生
き
て
見

る
こ
と
を
得
た
暗
闇
」
と
い
う
一
節
で
あ
る
。「
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し

く
な
つ
」
た
こ
と
は
、
明
ら
か
に
こ
の
「
再
び
」
見
た
「
暗
闇
」
と
関

係
し
て
い
る
。
暗
闇
の
体
験
の
も
つ
意
味
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
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の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
伊
沢
が
最
初
に
暗
闇
を
見
た
の
は
、

十
五
日
の
空
襲
が
始
ま
り
、「
白
痴
」
の
女
を
誰
か
ら
も
見
ら
れ
ず
に
家

か
ら
連
れ
出
す
機
会
を
待
っ
て
い
る
時
の
こ
と
で
あ
る
。

リ
ヤ
カ
ー
は
露
路
の
角
々
に
ぶ
つ
か
り
な
が
ら
立
去
つ
た
。
そ
れ

が
こ
の
露
路
の
住
人
達
の
最
後
に
逃
げ
去
る
姿
で
あ
つ
た
。（
略
）

天
地
は
た
ゞ
無
数
の
音
響
で
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
。
敵
機
の
爆
音
、

高
射
砲
、
落
下
音
、
爆
発
の
音
響
、
跫
音
、
屋
根
を
打
つ
弾
片
、

け
れ
ど
も
伊
沢
の
身
辺
の
何
十
米
か
の
周
囲
だ
け
は
赤
い
天
地
の

ま
ん
な
か
で
と
も
か
く
小
さ
な
闇
を
つ
く
り
全
然
ひ
つ
そ
り
し
て

ゐ
る
の
だ
つ
た
。
変
て
こ
な
静
寂
の
厚
み
と
、
気
の
違
ひ
さ
う
な

孤
独
の
厚
み
が
と
つ
ぷ
り
四
周
を
つ
ゝ
ん
で
ゐ
る
。
も
う
三
十
秒
、

も
う
十
秒
だ
け
、
待
た
う
。
な
ぜ
、
そ
し
て
、
誰
が
命
令
し
て
ゐ

る
の
だ
か
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
従
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
、
伊

沢
は
気
違
ひ
に
な
り
さ
う
だ
つ
た
。
突
然
、
も
だ
へ
、
泣
き
喚
い

て
盲
目
的
に
走
り
だ
し
さ
う
だ
つ
た
。

	

こ
の
「
闇
」
の
中
で
感
ず
る
「
孤
独
」
は
「
気
の
違
ひ
さ
う
」
に
な

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
容
や
状
況
か
ら
、
こ
の
「
孤
独
」
を
、

三
月
十
日
の
大
空
襲
の
時
に
、
伊
沢
が
暗
い
押
入
れ
の
中
で
考
え
た
「
絶

対
の
孤
独
」
と
同
質
の
も
の
と
考
え
る
の
は
、
的
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
。

以
下
は
「
絶
対
の
孤
独
」
の
出
て
く
る
段
落
の
引
用
で
あ
る
。

	

言
葉
も
叫
び
も
呻
き
も
な
く
、
表
情
も
な
か
つ
た
。
伊
沢
の
存

在
す
ら
も
意
識
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。
人
間
な
ら
ば
か
ほ
ど
の
孤

独
が
有
り
得
る
筈
は
な
い
。
男
と
女
と
た
ゞ
二
人
押
入
に
ゐ
て
、

そ
の
一
方
の
存
在
を
忘
れ
果
て
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
人
の
場
合
に

有
り
得
べ
き
筈
は
な
い
。
人
は
絶
対
の
孤
独
と
い
ふ
が
、
他
の
存

在
を
自
覚
し
て
の
み
絶
対
の
孤
独
も
有
り
得
る
の
で
、
か
ほ
ど
ま

で
盲
目
的
な
、
無
自
覚
な
、
絶
対
の
孤
独
が
有
り
得
よ
う
か
。
そ

れ
は
芋
虫
の
孤
独
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
の
孤
独
の
相
の
あ
さ
ま
し

さ
。（
略
）

	

こ
の
「
絶
対
の
孤
独
」
に
つ
い
て
は
、
安
蒜
貴
子
氏
が
次
の
よ
う
に

解
釈
し
て
い
る

（
注
８
）。

	

〈
理
智
〉
に
勝
っ
て
し
ま
っ
た
本
能
は
、〈
絶
対
の
孤
独
〉
を
も

味
わ
わ
せ
る
。
そ
こ
に
は
伊
沢
が
嫌
悪
し
て
い
た
、
極
め
て
狭
い

視
野
で
あ
る
自
己
の
生
へ
の
固
執
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

〈
死
へ
の
苦
悶
〉
は
お
そ
ら
く
伊
沢
が
触
れ
る
事
以
外
に
〈
白
痴
の

女
〉
が
、
そ
の
肉
体
を
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
た
っ
た
一
つ
の
瞬
間

だ
っ
た
と
い
え
る
。（
略
）
伊
沢
に
と
っ
て
女
と
の
一
体
感
に
よ
っ
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て
の
み
感
じ
て
き
た
直
接
的
な
生
は
、
女
に
と
っ
て
は
外
部
か
ら

の
死
を
思
わ
せ
る
刺
激
も
、
他
者
と
の
一
体
感
に
よ
る
生
も
同
様

で
あ
り
、
女
に
他
者
は
必
要
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
わ
か
っ
た
時
、

伊
沢
自
身
が
〈
絶
対
の
孤
独
〉
を
感
じ
、
こ
れ
こ
そ
が
、
伊
沢
と

〈
白
痴
の
女
〉
と
の
決
定
的
な
断
絶
と
な
る
。

	

さ
き
の
本
作
の
引
用
箇
所
に
は
、「
伊
沢
の
存
在
す
ら
も
意
識
し
て
は

ゐ
な
か
つ
た
。」
と
あ
る
。
そ
の
た
め
、
他
者
を
必
要
と
し
な
い
女
の
孤

独
を
「
絶
対
の
孤
独
」
と
す
る
の
は
、
妥
当
な
解
釈
の
よ
う
に
も
思
え

よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
に
は
曖
昧
な
点
が
あ
る
の
も
事
実

で
あ
る
。
さ
き
の
本
作
の
引
用
か
ら
す
れ
ば
、「
白
痴
」
の
女
の
「
盲
目

的
な
、
無
自
覚
な
、
絶
対
の
孤
独
」
＝
「
芋
虫
の
孤
独
」
と
、
人
の
「
絶

対
の
孤
独
」
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。

「
白
痴
」
の
女
が
他
者
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
が
「
絶
対
の
孤
独
」
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
を
知
っ
て
伊
沢
が
感
じ
る
「
絶
対
の
孤
独
」
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
他
者
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
で
は
な
く
、

他
者
＝
女
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
す
の
だ
と
す
る
と
、

「
絶
対
の
」
と
い
う
形
容
は
大
袈
裟
に
過
ぎ
よ
う
。

本
作
引
用
箇
所
に
は
「
白
痴
」
の
女
に
つ
い
て
、「
言
葉
も
（
略
）
な

く
」
と
あ
る
が
、「
絶
対
の
孤
独
」
を
言
葉
の
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
長
谷
川
氏
は
『
こ
と
ば
へ
の
道
』（
前
掲
）
で
、

次
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

	

生
活
の
危
機
が
こ
と
ば
に
た
い
す
る
痛
苦
な
自
覚
と
な
っ
て
あ

ら
わ
れ
る
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
現
代
詩
人
・
石
原
吉
郎
の
、
シ

ベ
リ
ア
強
制
収
容
所
で
の
体
験
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

	
		

人
間
に
、
自
分
ひ
と
り
の
時
間
し
か
な
く
な
る
と
き
、
掛
値

な
し
の
孤
独
が
彼
に
始
ま
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
、
カ
ラ
ガ
ン

ダ
の
独
房
で
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
味
わ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
環

境
で
人
間
が
最
初
に
救
い
を
求
め
る
の
は
、
自
分
自
身
の
言
葉
、

と
い
う
よ
り
も
自
分
自
身
の
〈
声
〉
で
あ
る
。
事
実
私
自
身
、

独
房
の
な
か
の
孤
独
と
不
安
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、

お
の
ず
と
声
に
出
し
て
し
ゃ
べ
り
は
じ
め
て
い
た
。（
略
）

	

（
石
原
の
シ
ベ
リ
ア
体
験
の
―
河
内
注
）
苛
烈
さ
は
、
独
房
の
そ
と
に

娑し
や

婆ば

の
世
界
を
想
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く
る
。
あ
る
い
は
、

娑
婆
の
世
界
を
独
房
の
ご
と
く
に
し
か
想
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
か

ら
く
る
。（
略
）
世
界
か
ら
、
他
人
か
ら
、
切
り
は
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
だ
け
な
ら
ま
だ
い
い
。
お
そ
ろ
し
い
の
は
、
世
界
や
他
人

を
自
分
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
は
も
は
や
受
け
と
め
ら
れ
な
く

な
る
こ
と
だ
。（
略
）
石
原
吉
郎
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
な
に
も
聞
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こ
え
て
こ
な
い
「
静
寂
の
な
か
で
、
目
と
口
を
あ
け
て
い
る
だ
け

の
よ
う
な
生
活
が
は
じ
ま
る
」
こ
と
だ
。
こ
の
う
つ
け
た
生
活
の

な
か
で
は
、
他
人
や
他
人
の
住
ま
う
世
界
は
、
自
分
と
な
ん
の
か

か
わ
り
も
な
い
も
の
と
化
す
。
そ
の
と
き
、
独
房
生
活
者
は
も
は

や
孤
独
で
す
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
石
原
吉
郎
も
い

う
よ
う
に
、

	
		

人
間
は
孤
独
で
あ
る
時
、
最
も
他
人
を
意
識
す
る
。

は
ず
な
の
だ
か
ら
。（
略
）

	

だ
が
、（
略
）
孤
独
に
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態

の
も
と
で
、
な
ぜ
こ
と
ば
に
す
く
い
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

	

そ
う
問
う
と
き
、
他
人
を
意
識
す
る
と
い
う
心
事
と
不
可
分
に

か
ら
み
あ
っ
た
こ
と
ば
の
像
が
、
わ
た
し
た
ち
の
ま
え
に
浮
か
び

あ
が
る
。
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と
は
、
自
分
に
面
と
む
か
い
あ
う

他
者
を
定
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
、
自
分
を
他
者
に
む
か
っ

て
定
立
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
、
こ
と
ば
の
共
同
性
こ
そ
、

括
弧
つ
き
の
〈
声
〉
が
象
徴
す
る
本
質
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

孤
独
の
極
に
あ
っ
た
石
原
吉
郎
は
、〈
声
〉
を
発
す
る
こ
と
を
通
じ

て
こ
と
ば
の
共
同
性
に
身
を
寄
せ
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
、
幻
の
他

人
を
で
も
定
立
し
た
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

	

本
作
で
は
人
間
の
「
絶
対
の
孤
独
」
を
、「
他
人
の
存
在
を
自
覚
し
て

の
み
」
あ
り
得
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
絶
対
の
孤
独
」
は
、
他
人
か

ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。「
白
痴
」
の

女
が
「
伊
沢
の
存
在
す
ら
も
意
識
し
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」
＝
自
他
の
つ

な
が
り
を
欠
い
て
お
り
、
言
葉
が
通
じ
る
か
ど
う
か
も
分
か
ら
な
い
存

在
と
さ
れ
て
い
て
、
暗
い
押
入
れ
の
中
で
そ
の
よ
う
な
女
と
二
人
き
り

と
い
う
伊
沢
の
お
か
れ
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
の
「
絶
対
の
孤
独
」

と
は
、
他
人
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
恐

怖
と
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
。
自
他
の
つ
な
が
り
は
、
ま
だ
か
ろ

う
じ
て
保
て
て
は
い
る
が
、
今
に
も
切
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
恐
怖
。
他

人
と
の
つ
な
が
り
が
切
れ
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
他
人
が
意
識
さ
れ
て
し

ま
う
状
態
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。

『
こ
と
ば
へ
の
道
』
に
は
、「
他
人
や
他
人
の
住
ま
う
世
界
は
、
自
分

と
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
い
も
の
と
化
す
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ

の
関
わ
り
の
な
い
も
の
と
化
し
た
状
態
こ
そ
「
白
痴
」
の
女
の
「
芋
虫

の
孤
独
」
で
あ
り
、
関
わ
り
が
な
く
な
る
こ
と
に
怯
え
て
い
る
の
が
人

間
の
「
絶
対
の
孤
独
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
間
の
「
絶
対
の
孤
独
」

は
、
他
の
存
在
（
他
人
や
世
界
）
を
意
識
し
て
の
み
あ
り
得
る
訳
だ
か
ら
、

他
の
存
在
が
意
識
さ
れ
な
く
な
る
、
自
他
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
な

く
な
る
こ
と
が
、
最
も
恐
ろ
し
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
自
他
の
つ
な

が
り
が
危
機
に
晒
さ
れ
、
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
孤
独
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感
に
苛
ま
れ
れ
ば
、「
気
の
違
ひ
さ
う
」
に
な
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

人
間
が
「
世
界
や
他
人
を
自
分
に
関
係
あ
る
も
の
と
し
て
」
受
け
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
。『
こ
と
ば
へ
の
道
』
の
さ
き
の
引
用

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
言
葉
を
使
う
こ
と
で
、「
こ
と
ば
の
共
同

性
」
に
参
加
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
こ
と
ば
の
共
同
性
」
に
つ
い
て

は
、
次
の
一
節
が
よ
り
分
か
り
や
す
い
。

人
間
と
は
、
こ
と
ば
を
交
す
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

と
と
も
に
、
こ
と
ば

を
交
さ
ざ
る
を
え
な

0

0

0

0

0

い
存
在
だ
。
で
き
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、

人
間
は
普
遍
的
か
つ
象
徴
的
な
共
同
性
に
参
与
す
る
し
、
こ
れ
を

維
持
し
発
展
さ
せ
る
資
格
を
獲
得
す
る
し
、
せ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
共
同
性
と
の
か
か
わ
り
を
不
断

に
強
制
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
共
同
性
が
、
血
縁
や
地
縁
そ
の
他

の
、
社
会
的
に
目
に
見
え
る
共
同
性
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

こ
と
ば
を
通
じ
た
観
念
的
な
共
同
性
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
あ
ら

た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
ば
を
交
す
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
、

こ
と
ば
の
共
同
性
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
ば
の
共

同
性
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
は
、
こ
と
ば
が
共
同
存
在

と
し
て
の
人
間
の
本
質
に
根
ざ
す
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

個
人
の
表
現
は
、
た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
個
性
的
な
も
の
で
あ
っ

て
も
、
共
同
規
範
（
こ
と
ば
の
共
同
性
―
河
内
注
）
と
し
て
の
こ
と
ば

を
ふ
ま
え
て
い
な
け
れ
ば
言
語
表
現
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

言
語
表
現
に
お
け
る
個
性
は
、
共
同
規
範
と
い
う
基
盤
の
う
え
に

は
じ
め
て
発
揮
さ
れ
る
よ
う
な
個
性
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
個
性

に
よ
っ
て
、
ひ
る
が
え
っ
て
共
同
規
範
と
し
て
の
こ
と
ば
も
ゆ
た

か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。

	

こ
と
ば
の
共
同
性
に
参
与
す
る
こ
と
で
、
人
は
他
人
や
世
界
と
つ
な

が
る
こ
と
に
な
る
。
他
人
か
ら
距
離
を
と
ろ
う
と
す
る
、
表
現
等
に
お

け
る
個
性
や
創
造
性
の
追
求
も
、
こ
と
ば
の
共
同
性
を
前
提
と
す
る
以

上
、
他
人
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
む
し
ろ
求
め
て
い
る
と
言
え
る
。

独
創
性
を
云う

ん

々ぬ
ん

し
、
他
の
記
者
や
「
オ
カ
ミ
サ
ン
達
」「
世
間
」
を
見
下

し
て
い
る
伊
沢
が
、「
世
間
」
を
気
に
し
、「
世
間
」
と
の
つ
な
が
り
に

執
着
す
る
の
は
、
一
見
矛
盾
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
人
や
世
界
と

の
つ
な
が
り
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
根
を
同
じ
く
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

前
章
で
詳
述
し
た
、
言
葉
・
表
現
主
体
と
現
実
と
の
間
の
亀
裂
を
埋

め
る
べ
く
格
闘
す
る
こ
と
も
、
こ
と
ば
の
共
同
性
を
介
し
て
、
他
人
や

世
界
と
つ
な
が
ろ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
言
葉
で
表
せ
な
け
れ
ば
、

こ
と
ば
の
共
同
性
へ
の
参
加
は
あ
り
得
な
い
。
格
闘
の
真
剣
さ
は
、「
世

間
」
に
対
し
て
と
同
様
、
危
機
感
の
裏
返
し
と
言
え
よ
う
。
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独
房
に
長
期
間
入
れ
ら
れ
る
。
戦
争
に
よ
り
、
他
の
人
間
が
悉
く
死

滅
す
る
。
周
り
に
動
物
し
か
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
状
況
で
は
、
言
葉

は
無
価
値
化
し
、
こ
と
ば
の
共
同
性
は
機
能
し
な
く
な
る
。
こ
と
ば
の

共
同
性
が
崩
れ
れ
ば
、
人
は
他
人
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
実
感
で
き

な
く
な
る
。

「
露
路
の
住
人
達
」
が
悉
く
「
逃
げ
去
」
り
、「
敵
機
の
爆
音
」
な
ど

無
数
の
言
葉
な
ら
ざ
る
音
に
包
囲
さ
れ
た
最
初
の
「
闇
」
の
中
で
、「
白

痴
」
の
女
を
連
れ
出
そ
う
と
す
る
伊
沢
は
、「
気
の
違
ひ
さ
う
な
孤
独
」

＝
「
絶
対
の
孤
独
」
を
感
じ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
作
に
お
い

て
「
白
痴
」
の
女
は
、
こ
と
ば
の
共
同
性
に
参
加
で
き
て
い
る
か
ど
う

か
分
か
ら
な
い
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
本
作
に
お
け
る
暗
闇
は
、
こ
と

ば
の
共
同
性
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、
自
他
の
つ
な
が
り
が
失
わ
れ
て
し

ま
う
こ
と
へ
の
恐
怖
を
、
最
も
強
烈
に
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
再
び
生
き
て
見
る
こ
と
を
得
た
暗
闇
」
で
も
、

伊
沢
は
同
じ
よ
う
に
「
絶
対
の
孤
独
」
を
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
孤

独
の
「
底
に
小
さ
な
安
堵
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
変
に
ケ
チ
く
さ
い
、

馬
鹿
げ
た
も
の
に
思
は
れ
た
」
と
あ
る
が
、「
小
さ
な
安
堵
が
あ
る
」
の

は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
他
と
の
つ
な
が
り
が
無
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て

い
る
こ
と
は
、
ま
だ
他
と
の
つ
な
が
り
を
も
ち
得
て
い
る
証
で
も
あ
る

か
ら
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
の
「
安
堵
」
が
「
馬
鹿
げ
た
も
の
に
思
は

れ
」、
気
が
付
く
と
「
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
て
ゐ
た
」
と
い

う
。「
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し
く
な
つ
」
た
と
は
、
他
人
や
世
界
と
の
つ

な
が
り
、
も
っ
と
言
え
ば
、
自
他
を
つ
な
げ
る
こ
と
ば
の
共
同
性
、
言

葉
そ
の
も
の
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。「
世
間
」
と
の
つ
な
が
り
も
、
言

葉
と
現
実
と
の
間
の
亀
裂
も
、
何
も
か
も
が
ど
う
で
も
よ
い
。
本
作
の

最
後
、
伊
沢
が
「
考
へ
る
こ
と
も
な
く
な
つ
て
ゐ
た
」
の
は
、
こ
の
二

度
目
の
暗
闇
の
体
験
か
ら
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
最
初
の
闇
で
は
気
が
違
い
そ
う
に
な
る
の
に
、
再

び
見
た
闇
で
は
「
む
し
ろ
異え

体た
い

知
れ
な
い
大
き
な
疲
れ
と
、
涯は

て

知
れ
ぬ

虚
無
と
の
た
め
に
」、「
た
ゞ
放
心
が
ひ
ろ
が
る
様
を
見
」、
何
も
か
も
が

ど
う
で
も
よ
く
な
る
の
は
な
ぜ
か
。
最
初
の
闇
の
体
験
と
二
度
目
の
そ

れ
と
で
異
な
る
の
は
、
共
に
逃
げ
る
「
白
痴
」
の
女
が
「
人
間
」
と
さ

れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

何
も
か
も
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
る
二
度
目
の
闇
の
直
前
に
、「
白
痴
」

の
女
は
こ
と
ば
の
共
同
性
に
参
与
す
る
こ
と
で
、「
人
間
」
に
な
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
二
度
目
の
闇
の
中
、
伊
沢
は
「
絶
対
の
孤
独
」
を
、
他

人
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
が
無
く
な
る
恐
怖
を
再
び
味
わ
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
も
身
近
な
つ
な
が
る
相
手
＝
「
人
間
」
は
、

つ
い
さ
き
ほ
ど
ま
で
「
白
痴
」
だ
っ
た
で
は
な
い
か
。「
人
間
」
と
「
白

痴
」
の
間
に
往
来
可
能
な
通
路
が
あ
る
以
上
、「
人
間
」
と
「
白
痴
」
の

差
異
は
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。「
人
間
」
も
「
白
痴
」
も
同

様
に
、
言
葉
も
意
志
も
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
い
、
食
べ
て
寝
る
だ
け
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の
存
在
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
伊
沢
は
思
い
知
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。「
人
間
」
も
「
白
痴
」
と
変
わ
り
が
な
い
以
上
、
他
人
と
の
つ
な
が

り
も
、
自
他
を
つ
な
ぐ
言
葉
も
、「
何
も
か
も
馬
鹿
々
々
し
」
い
で
は
な

い
か
、
と
。
事
実
、
二
度
目
の
闇
の
す
ぐ
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
象
徴

的
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

	

女
は
か
す
か
で
あ
る
が
今
ま
で
聞
き
覚
え
の
な
い
鼾
声
を
た
て
ゝ

ゐ
た
。
そ
れ
は
豚
の
鳴
声
に
似
て
ゐ
た
。
ま
つ
た
く
こ
の
女
自
体

が
豚
そ
の
も
の
だ
と
伊
沢
は
思
つ
た
。
そ
し
て
彼
は
子
供
の
頃
の

小
さ
な
記
憶
の
断
片
を
ふ
と
思
ひ
だ
し
て
ゐ
た
。
一
人
の
餓
鬼
大

将
の
命
令
で
十
何
人
か
の
子
供
た
ち
が
仔
豚
を
追
ひ
ま
は
し
て
ゐ

た
。
追
ひ
つ
め
て
、
餓
鬼
大
将
は
ヂ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
で
い
く
ら
か

の
豚
の
尻
肉
を
切
り
と
つ
た
。
豚
は
痛
さ
う
な
顔
も
せ
ず
、
特
別

の
鳴
声
も
た
て
な
か
つ
た
。
尻
の
肉
を
切
り
と
ら
れ
た
こ
と
も
知

ら
な
い
や
う
に
、
た
ゞ
逃
げ
ま
は
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
つ
た
。
伊
沢

は
敵
が
上
陸
し
て
重
砲
弾
が
八
方
に
唸
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ビ
ル

が
吹
き
と
び
、
頭
上
に
敵
機
が
急
降
下
し
て
機
銃
掃
射
を
加
へ
る

下
で
、
土
煙
り
と
崩
れ
た
ビ
ル
と
穴
の
間
を
こ
ろ
げ
ま
は
つ
て
逃

げ
歩
い
て
ゐ
る
自
分
と
女
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
た
。
崩
れ
た
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
陰
で
、
女
が
一
人
の
男
に
押
へ
つ
け
ら
れ
、
男
は
女

を
ね
ぢ
倒
し
て
、
肉
体
の
行
為
に
耽
り
な
が
ら
、
男
は
女
の
尻
の

肉
を
む
し
り
と
つ
て
食
べ
て
ゐ
る
。
女
の
尻
の
肉
は
だ
ん
〳
〵
少

く
な
る
が
、
女
は
肉
慾
の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
だ
け
だ
つ
た
。

	

女
も
男
も
、「
人
間
」、「
白
痴
」、「
豚
」
の
区
別
が
つ
か
ず
、
言
葉
も

意
志
も
必
要
と
し
な
い
食
欲
と
性
欲
を
た
だ
た
だ
満
た
す
、
戦
時
下
の

光
景
。
言
葉
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
自
他
の
つ
な
が
り
も
無
い
、
そ
れ
故

に
非
人
間
的
な
光
景
で
あ
り
、
何
も
か
も
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
っ
た
が

故
に
あ
ら
わ
れ
た
光
景
と
言
え
よ
う
。

他
人
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
守
る
た
め
、
言
葉
と
現
実
と
の
間
の

溝
を
埋
め
る
べ
く
言
葉
と
格
闘
す
る
地
点
か
ら
、
言
葉
も
共
同
性
も
自

他
の
つ
な
が
り
も
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
り
、
考
え
る
の
を
や
め
る
地
点
へ
。

戦
争
は
言
葉
も
他
と
の
つ
な
が
り
も
破
壊
す
る
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、

実
際
に
も
た
ら
し
た
の
は
破
壊
で
は
な
く
、
言
葉
を
使
う
気
に
な
れ
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
永
遠
に
続
く
も
の
で

は
な
い
。
や
が
て
は
考
え
る
の
を
や
め
た
非
人
間
的
な
地
点
か
ら
、
再

び
言
葉
と
格
闘
す
る
「
人
間
」
の
地
点
に
向
け
て
、
歩
き
出
す
こ
と
と

な
る
。
戦
後
の
語
り
手
が
、
言
葉
を
使
う
気
に
な
れ
な
い
状
況
を
通
過
・

体
験
し
た
と
い
う
事
実
を
、
言
葉
で
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
に
。
本
作
は
、
他
と
の
つ
な
が
り
な
ど
馬
鹿
馬
鹿
し
く
て
言
葉
な
ど

使
う
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
、
戦
時
中
に
生
じ
た
い
わ
ば
言
葉
の
真
空

状
態
を
描
い
て
い
る
点
に
、
個
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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四
　
再
び
言
葉
を
発
す
る
地
点
へ

本
作
は
以
下
の
一
節
で
閉
じ
ら
れ
る
。

	

女
の
ね
む
り
こ
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
女
を
置
い
て
立
去
り
た
い

と
も
思
つ
た
が
、
そ
れ
す
ら
も
面
倒
く
さ
く
な
つ
て
ゐ
た
。
人
が

物
を
捨
て
る
に
は
、
た
と
へ
ば
紙
屑
を
捨
て
る
に
も
、
捨
て
る
だ

け
の
張
合
ひ
と
潔
癖
ぐ
ら
ゐ
は
あ
る
だ
ら
う
。
こ
の
女
を
捨
て
る

張
合
ひ
も
潔
癖
も
失
は
れ
て
ゐ
る
だ
け
だ
。
微
塵
の
愛
情
も
な
か

つ
た
し
、
未
練
も
な
か
つ
た
が
、
捨
て
る
だ
け
の
張
合
ひ
も
な
か

つ
た
。
生
き
る
た
め
の
、
明
日
の
希
望
が
な
い
か
ら
だ
つ
た
。（
略
）

敵
が
上
陸
し
、
天
地
に
あ
ら
ゆ
る
破
壊
が
起
り
、
そ
の
戦
争
の
破

壊
の
巨
大
の
愛
情
が
、
す
べ
て
を
裁
い
て
く
れ
る
だ
ら
う
。
考
へ

る
こ
と
も
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。

	

夜
が
白
み
か
け
て
き
た
ら
、
女
を
起
し
て
、
焼
跡
の
方
に
は
見

向
き
も
せ
ず
に
、
と
も
か
く
ね
ぐ
ら
を
探
し
て
、
な
る
べ
く
遠
い

停
車
場
を
め
ざ
し
て
歩
き
だ
す
こ
と
に
し
よ
う
と
伊
沢
は
考
へ
て

ゐ
た
。
電
車
や
汽
車
は
動
く
だ
ら
う
か
。
停
車
場
の
周
囲
の
枕
木

の
垣
根
に
も
た
れ
て
休
ん
で
ゐ
る
と
き
、
今
朝
は
果
し
て
空
が
晴

れ
て
、
俺
と
俺
の
隣
に
並
ん
だ
豚
の
背
中
に
太
陽
の
光
が
そ
ゝ
ぐ

だ
ら
う
か
、
と
伊
沢
は
考
へ
て
ゐ
た
。
あ
ま
り
今
朝
が
寒
む
す
ぎ

る
か
ら
で
あ
つ
た
。

	

こ
の
部
分
は
、
花
田
俊
典
氏
が
「「
白
痴
」
の
位
置

（
注
９
）」

で
、
な
ぜ
「
な

る
べ
く
遠
い
停
車
場
」
な
の
か
、
な
ど
と
問
う
形
で
解
釈
を
試
み
て
以

降
、
し
ば
し
ば
解
釈
上
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
筆
者
が
本
作
を
解
釈
す
る
上
で
重
視
す
る
の
は
、
二
度
目
の
暗
闇

の
箇
所
で
あ
る
。
伊
沢
が
「
考
へ
る
こ
と
も
な
く
な
つ
て
ゐ
た
」
の
は
、

こ
の
暗
闇
の
体
験
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

言
葉
も
つ
な
が
り
も
、
何
も
か
も
が
馬
鹿
馬
鹿
し
く
な
り
、
考
え
る
の

を
や
め
た
伊
沢
は
、「
白
痴
」
や
「
豚
」
と
区
別
が
つ
か
な
い
存
在
と
言

え
る
。
本
作
に
は
「
白
痴
」
の
女
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

跣
足
で
外
を
歩
き
ま
は
つ
て
這
入
つ
て
き
た
か
ら
部
屋
を
泥
で
よ

ご
し
た
、
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
と
い
ふ
意
味
も
言
つ
た
け
れ
ど
も
、

あ
れ
こ
れ
無
数
の
袋
小
路
を
う
ろ
つ
き
廻
る
呟
き
の
中
か
ら
意
味

を
ま
と
め
て
判
断
す
る
の
で
、
ご
め
ん
な
さ
い
ね
、
が
ど
の
道
に

連
絡
し
て
ゐ
る
の
だ
か
決
定
的
な
判
断
は
で
き
な
い
の
だ
つ
た
。

	

「
あ
れ
こ
れ
無
数
の
袋
小
路
を
う
ろ
つ
き
廻
る
呟
き
」
と
は
、
相
互
の

つ
な
が
り
が
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
断
片
的
な
言
葉
が
、
ぽ
つ
り
ぽ



―	16	―

つ
り
と
吐
か
れ
る
様さ

ま

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
断
片
的
な
言

葉
か
ら
、
伊
沢
は
「
意
味
を
ま
と
め
て
判
断
」
し
て
い
る
訳
だ
が
、
本

作
の
最
後
の
あ
た
り
、「
…
…
考
へ
て
ゐ
た
。
…
…
考
へ
て
ゐ
た
。」
と

い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
伊
沢
の
心
の
中
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
浮
か
ぶ
言
葉
か
ら
、
語
り
手

が
「
意
味
を
ま
と
め
て
判
断
」
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、「
考
へ
る
こ
と
も
な
く
な
つ
て
ゐ
」
る
伊
沢
が

「
考
へ
」
た
こ
と
や
「
思
つ
た
」
こ
と
の
意
味
を
問
う
て
も
、
実
際
は
た

い
し
て
意
味
は
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
で
も
強
い
て
意
味
を
問
う
と
す

れ
ば
、
例
え
ば
な
ぜ
「
な
る
べ
く
遠
い
」
停
車
場
な
の
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
、
こ
の
辺
り
は
爆
撃
で
壊
滅
的
な
状
況
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
な
る
べ
く
遠
い
」
停
車
場
の
方
が
、
機
能
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

ま
た
、
な
ぜ
「
停
車
場
」
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伊
沢
は

空
襲
の
二
日
前
に
埼
玉
へ
「
二
つ
の
ト
ラ
ン
ク
と
リ
ュ
ッ
ク
に
つ
め
た

物
品
を
預
け
」
に
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
預
け
先
に
行
け
ば
、

と
り
あ
え
ず
急
場
を
し
の
ぐ
こ
と
は
で
き
る
。

私
た
ち
が
問
う
べ
き
は
む
し
ろ
、
言
葉
の
真
空
状
態
が
戦
時
中
に
生

じ
た
こ
と
を
、
戦
後
の
時
点
で
語
る
の
は
何
故
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

本
作
の
語
り
手
は
伊
沢
に
近
い
と
は
い
え
、「
こ
の
戦
争
と
敗
北
」
な

ど
、
明
ら
か
に
戦
後
の
時
点
か
ら
語
っ
て
い
る
。
言
葉
も
自
他
の
つ
な

が
り
も
ど
う
で
も
よ
く
な
り
、
考
え
る
こ
と
も
や
め
て
し
ま
っ
て
い
る
、

人
が
「
白
痴
」
や
「
豚
」
と
区
別
な
い
状
況
が
戦
中
に
現
前
し
た
。
そ

の
こ
と
を
戦
後
に
語
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
本
作
の
最
初
の
方
に
は
、「
底
知
れ
ぬ
退
屈
を
植
え

つ
け
る
奇
妙
な
映
画
が
次
々
と
作
ら
れ
」、「
架
空
の
文
章
」
が
「
汎
濫
」

す
る
戦
時
中
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
語
る
意
味
が

あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
言
葉
で
溢
れ
て
い
る
状
況
は
、
戦
後
に
も
見
受

け
ら
れ
る
。
戦
後
、
言
葉
へ
の
飢
え
か
ら
、
真
空
地
帯
に
空
気
が
一
気

に
流
れ
込
む
よ
う
に
、
カ
ス
ト
リ
雑
誌
な
ど
が
巷
に
氾
濫
し
た
こ
と
は
、

周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
鮎
川
信
夫
「
白
痴
」（『
純
粋
詩
』
昭
和
二
十
二
年

三
月
）
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
ら
れ
る）

（注

（
注

。

無
意
味
な
時
代
が
し
ず
か
に
腐
敗
し
て
い
ま
す

 

（
略
）

こ
れ
か
ら
私
は
何
を
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
？

ひ
と
び
と
の
う
し
ろ
に
行
列
を
し
て
夕
刊
を
買
い

今
日
の
出
来
事
を

昨
日
の
よ
う
に
読
み
す
て
ま
し
ょ
う
か
？

	

「
無
意
味
な
時
代
」
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
語
る
の
か
。
語
っ
て
も
仕
方

が
な
い
の
に
、
な
ぜ
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
言
葉

や
文
章
自
体
に
は
大
し
た
意
味
は
な
く
と
も
、
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
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こ
と
自
体
に
、
意
味
が
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

同
じ
よ
う
に
語
る
に
値
し
な
い
内
容
の
言
葉
で
も
、
戦
中
の
言
葉
と

戦
後
の
言
葉
と
で
は
、
そ
れ
を
語
る
と
い
う
こ
と
の
も
つ
意
味
が
異
な

る
。
言
葉
も
つ
な
が
り
も
何
も
か
も
が
馬
鹿
馬
鹿
し
い
と
い
う
、
非
人

間
的
な
言
葉
の
真
空
状
態
の
後
で
、
何
か
言
葉
を
発
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
再
び
自

他
の
つ
な
が
り
や
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
回
復
し
、「
人
間
」
と
し
て
生

き
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、「
考
へ
る
こ
と
も
な
く

な
つ
て
ゐ
た
」
伊
沢
の
「
考
へ
」
に
大
し
た
意
味
が
な
く
と
も
、
何
の

問
題
も
な
い
。
重
要
な
の
は
、
戦
後
の
語
り
手
が
「
意
味
を
ま
と
め
て

判
断
」
し
、
そ
れ
を
言
葉
で
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
戦
後
の
社

会
に
お
け
る
言
葉
の
洪
水
は
、
肉
体
の
解
放
な
ど
よ
り
も
よ
り
根
本
的

な
意
味
に
お
い
て
、「
人
間
」
と
し
て
生
き
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
れ
ま
で
安
吾
の
他
作
品
か
ら
切
り
離
し
て
本
作
を
解
釈
し
て
き
た
。

最
後
に
他
作
品
と
つ
な
げ
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。「
堕
落
論
」
で
は
、

「
私
は
考
へ
る
必
要
が
な
か
つ
た
。（
略
）
私
は
一
人
の
馬
鹿
で
あ
つ
た
。」

と
い
う
一
節
の
後
に
、「
人
間
は
永
遠
に
自
由
で
は
有
り
得
な
い
。（
略
）

人
間
は
考
へ
る
か
ら
だ
。」、「
人
間
は
永
遠
に
堕
ち
ぬ
く
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ら
う
。
人
間
は
結
局
（
略
）
武
士
道
を
あ
み
だ
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ

ず
、
天
皇
を
担
ぎ
だ
さ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。」
と
続
け

ら
れ
て
い
る
。
戦
争
中
は
考
え
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
後
は

考
え
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
何
も
考
え
な
い
状
態
か
ら
物
語
・
制
度

を
考
え
る
状
態
へ
。
本
作
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
中
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

ま
ず
は
言
葉
を
発
し
、
人
間
と
し
て
自
他
の
つ
な
が
り
を
取
り
戻
さ
な

け
れ
ば
、
制
度
等
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。

花
田
俊
典
氏
は
「
坂
口
安
吾
の
デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン）

（（

（
注

」
で
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
歴
史
的
事
実
か
ら
み
て
、
天
皇
は
渡
来
民
族
の
末
裔
に

す
ぎ
な
い
か
、
あ
る
い
は
記
紀
に
よ
る
万
世
一
系
神
話
な
ど
荒
唐

無
稽
の
き
わ
み
だ
と
暴
露
す
る
こ
と
で
、
天
皇
観
の
虚
像
な
る
こ

と
を
証
明
し
よ
う
と
つ
と
め
る
論
法
も
あ
っ
て
い
い
。
し
か
し
、

天
孫
神
話
は
い
わ
ば
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
、
も
し
く
は
水
戸
黄
門
み

た
い
な
も
の
で
あ
る
。
い
く
ら
そ
れ
が
実
在
し
な
い
と
か
歴
史
的

事
実
に
即
し
て
い
な
い
と
科
学
的
（
歴
史
学
的
）
に
証
明
し
て
も
、

し
か
し
サ
ン
タ
ク
ロ
ー
ス
は
毎
年
ク
リ
ス
マ
ス
に
や
っ
て
く
る
し
、

水
戸
黄
門
も
諸
国
行
脚
の
世
直
し
の
旅
を
つ
づ
け
て
い
る
。（
略
）

こ
の
意
味
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
無
効
に
す
る
の
は
、
け
っ
し
て

歴
史
的
客
観
的
な
事
実
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
は
な
く
、
も

う
一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
ら
し
さ
が
ま
さ
っ

た
と
き
、
新
し
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
既
成
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
駆
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逐
す
る
。
し
た
が
っ
て
坂
口
安
吾
は
皇
居
参
拝
の
シ
ー
ン
に
対
抗

し
て
伊
勢
神
宮
（
内
宮
）
の
早
暁
の
無
人
の
光
景
を
対
置
し
て
み

せ
る
。

	

既
成
の
制
度
・
物
語
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
対
し
、
別
の
物
語
を
考
え

だ
し
て
ぶ
つ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
安
吾
の
具
体
的
な
戦
略
を
支
え
る
思

想
的
土
台
と
し
て
、「
堕
落
論
」
や
「
文
学
の
ふ
る
さ
と
」
に
本
作
を
加

え
ら
れ
よ
う
。「
堕
落
論
」
等
と
本
作
と
で
は
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
出
て
く
る
言
葉
の
共
通
性
や
、
作
品
掲
載
の
時

期
の
近
さ
な
ど
か
ら
も
、
可
能
な
把
握
で
は
あ
る
ま
い
か
。

戦
中
に
生
じ
た
言
葉
の
真
空
状
態
を
、
戦
後
に
言
葉
で
語
る
。
繰
り

返
す
が
、
戦
後
に
お
い
て
「
人
間
」
と
し
て
生
き
る
と
は
、
読
み
、
書

き
、
語
る
こ
と
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
本
作
は
発
し
て
い
る
と
考

え
る
。

注

注
1	

以
下
、「
白
痴
」
本
文
の
引
用
は
『
坂
口
安
吾
全
集　

０
４
』（
平
成
十
年

五
月　

新
潮
社
）
に
よ
る
。

注
2	

平
成
二
十
四
年
八
月
、
講
談
社
。

注
3	

『
新
潮
』（
昭
和
二
十
一
年
四
月
）。

注
4	

『
現
代
文
学
』（
昭
和
十
六
年
八
月
）。

注
5	

「「
白
痴
」
論
の
前
に
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
十
八
年
十
一
月
）。

注
6	

以
下
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

注
7	

『
坂
口
安
吾
生
成
』（
平
成
十
七
年
六
月　

白
地
社
）
収
録
。

注
8	

「
坂
口
安
吾
「
白
痴
」
論
」（『
国
文
白
百
合
』
平
成
十
九
年
三
月
）。

注
9	

『
文
芸
と
思
想
』（
昭
和
五
十
六
年
一
月
）。

注
10	

引
用
は
『
鮎
川
信
夫
著
作
集　

第
一
巻
』（
昭
和
四
十
八
年
八
月　

思
潮

社
）
に
よ
る
。

注
11	

同
（
注
7
）。

（
こ
う
ち　

し
げ
お
・
北
九
州
市
立
大
学
准
教
授
）


