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一
、
は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
の
清
張
作
品
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
は
、「
社
会
性
」
、「
リ

ア
リ
テ
ィ
」
、
あ
る
い
は
「
客
観
性
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
「
現
代
文
学
が
、
松
本
清
張
の
登
場
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
日

本
的
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
欠
落
部
分
を
補
い
」
、「
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
推

理
小
説
は
限
り
な
く
〝
純
粋
〟
心
境
小
説
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
純
文
学
に

も
新
風
を
も
た
ら
し
た
」

と
い
う
辻
井
喬
の
指
摘
や
、
清
張
の
小
説
は

(1)

「
生
活
の
本
来
の
姿
と
、
そ
の
内
部
の
規
律
に
も
と
づ
い
て
、
局
部
と
全

体
、
現
象
と
本
質
と
の
内
面
的
つ
な
が
り
の
な
か
で
、
客
観
的
事
物
を
正

確
に
把
握
し
、
真
実
に
生
活
を
再
現
す
る
」

と
す
る
李
徳
純
の
指
摘
が

(2)

挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
平
野
謙
は
、
清
張
の
推
理
小
説
の
文
学
化
は
リ
ア

リ
ズ
ム
化
と
等
価
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る

。
(3)

清
張
作
品
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
が
ど
の
よ
う
に
し
て
達
成
さ
れ
た
の
か

に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
作
品
の
内
容
に
着
目
し
、
社
会
的
現

松
本
清
張
の
初
期
小
説
に
お
け
る

語
り
手
の
姿
勢

―
『
小
説
研
究
十
六
講
』
を
補
助
線
に

―
曹

雅

潔
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実
と
清
張
的
虚
構
と
の
対
応
あ
る
い
は
影
響
関
係
を
抽
出
す
る
こ
と
が
一

つ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
藤
井
淑
禎
『
清
張
ミ
ス
テ
リ
ー
と
昭
和
三
十
年

代
』

は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
清
張
は
作
品
を
執
筆
す
る
際
、
綿
密
な
取

(4)

材
・
調
査
を
展
開
す
る
が
、
作
品
の
内
容
は
ど
こ
ま
で
リ
ア
ル
な
も
の
（
真

実
）
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
賞
受
賞

作
『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
は
一
種
の
モ
デ
ル
小
説
で
あ
り
な
が
ら
、

作
者
自
身
が
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
本
人
に
会
っ
た
こ
と
は
な
く
、

話
だ
け
聞
い
て
い
た
の
で
、
半
分
以
上
は
想
像
」

で
あ
る
。
さ
ら
に
、

(5)

主
人
公
田
上
耕
作
の
死
も
、
作
品
構
成
の
都
合
で
事
実
と
異
な
る
設
定
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
清
張
は
綿
密
な
実
地
調
査
・
取
材

は
行
う
が
、
内
容
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
事
実
そ
の
ま

ま
の
書
き
方
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
で
、
か
つ
て
清
張
は
自
身
の
文
学
に
お
け
る
信
条
に
つ
い
て
質
問

さ
れ
た
際
、「
美
し
い
文
章
よ
り
真
実
の
文
字
だ
」
と
答
え
た
。
こ
の
「
真

実
の
文
字
」
は
ど
う
捉
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
内
容
は
リ
ア

リ
テ
ィ
（
真
実
）
を
支
え
る
一
因
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は

事
実
そ
の
ま
ま
と
い
う
の
で
は
な
く
、
事
実
を
踏
ま
え
、
い
か
に
も
そ
れ

ら
し
く
（
事
実
そ
の
ま
ま
ら
し
く
）
描
く
方
法
や
描
き
方
に
よ
っ
て
も
成
り

立
っ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
清
張
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
捉
え
る
場
合
、

リ
ア
リ
テ
ィ
を
支
え
る
事
実
そ
れ
自
体
（
事
実
と
の
相
違
を
含
め
）
の
検
討

も
重
要
だ
が
、
そ
れ
を
リ
ア
ル
に
感
じ
さ
せ
る
描
き
方
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
と
の
相
違
な
ど
内
容

面
の
検
討
は
、
先
行
研
究
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
一
方
、
リ
ア
リ
テ

ィ
を
生
み
だ
す
語
り
方
の
検
討
や
分
析
は
手
薄
で
あ
っ
た
。
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一
方
、『
み
す
て
り
、
こ
う
な
あ
』（
「
週
刊
朝
日
」
昭
和
三
五
年
七
月
）
は
、

清
張
作
品
の
特
徴
を
次
の
四
点
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
日
常
性
、
②
推
理

小
説
の
筋
立
て
に
動
機
を
置
く
、
③
社
会
性
、
④
ひ
き
し
ま
っ
た
表
現
力

構
成
力
。
①
～
③
の
特
徴
は
こ
れ
ま
で
の
清
張
論
で
も
よ
く
言
及
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
四
番
目
の
「
ひ
き
し
ま
っ
た
表
現
力

構
成
力
」
で
あ
る
。
作
品
の
効
果
は
言
語
（
言
説
）
の
表
現
・
構
成
に
左

右
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
す
る
と
、
清
張
の
場
合
は
「
ひ

き
し
ま
っ
た
表
現
力
構
成
力
」
が
①
～
③
の
特
徴
を
統
括
し
て
い
る
と
は

言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
岡
崎
和
夫
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
清
張
の
「
語
り

の
展
望
的
造
型
的
文
章
力
」
は
「
読
者
を
そ
の
作
品
世
界
に
引
き
入
れ

る
」

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
造
型
的
」
文
章
の
様
相

(6)

と
〈
清
張
式
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
の
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
。

二
、〈
清
張
式
語
り
〉
の
深
淵

作
家
の
創
作
に
お
け
る
淵
源
を
掘
り
起
こ
す
際
に
、
そ
の
経
験
に
遡
る

の
は
常
套
の
手
段
で
あ
る
。
清
張
の
場
合
、
作
家
生
活
の
出
発
は
遅
か
っ

た
が
、
文
学
に
惹
か
れ
た
時
期
は
早
か
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
、
菊
池
寛
、

森
鴎
外
な
ど
を
多
読
し
た
と
清
張
は
し
ば
し
ば
回
想
に
記
す
が
、
三
好
行

雄
と
の
対
談
で
は
、
彼
ら
の
「
影
響
を
受
け
た
」
こ
と
を
否
定
し
て
い

る

。「
文
学
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
る
と
信
じ
て
い
る
」

(7)

が
、
「
作
家
に
な
ろ
う
と
か
、
文
士
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
な
か

っ
た
。
た
だ
、
そ
う
い
う
も
の
を
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
単
な
る
慰
め
だ
け

で
な
く
、
何
か
一
つ
の
心
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ

た
」

と
述
べ
て
い
る
。

(8)

一
方
、
昭
和
三
五
年
に
『
朝
日
新
聞
』
が
企
画
し
た
シ
リ
ー
ズ
「
一
冊

の
本
」
の
中
で
、
清
張
は
自
身
が
十
六
、
七
歳
で
読
ん
だ
木
村
毅
『
小
説

研
究
十
六
講
』（
新
潮
社
、
大
正
十
四
年
一
月
）
に
つ
い
て
、
「
こ
の
本
を
読
ん

だ
あ
と
、
急
に
小
説
を
書
い
て
み
た
い
気
に
な
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
本

は
私
に
強
い
感
銘
を
与
え
た
」

と
語
っ
て
い
る
。
芥
川
龍
之
介
、
菊
池

(9)

寛
、
森
鴎
外
な
ど
の
作
品
が
清
張
の
文
学
少
年
と
し
て
の
啓
蒙
書
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
木
村
の
『
小
説
研
究
十
六
講
』
は
作
家
と
し
て
の
啓
蒙
書
と

い
え
よ
う
。
清
張
が
東
京
転
勤
後
、
い
ち
早
く
訪
ね
た
の
が
木
村
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
、
清
張
に
と
っ
て
こ
の
『
小
説
研
究
十
六
講
』
が
い
か
に

重
要
で
あ
る
か
が
分
か
る
。

こ
こ
で
、
前
述
し
た
〈
清
張
式
リ
ア
リ
テ
ィ
〉
と
文
章
力
の
関
係
に
つ

い
て
改
め
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
小
説
研
究
十
六
講
』
に
関
連
す
る
記

述
が
あ
る
た
め
、
以
下
に
引
用
す
る
。

「
あ
る
が
儘
」
の
人
生
を
示
す
こ
と
に
於
て
浪
漫
的
と
写
実
的
の
二

傾
向
に
分
か
れ
、
「
あ
る
べ
き
」
人
生
を
示
す
に
於
て
も
又
こ
の
二

傾
向
に
分
れ
得
る
。
と
す
れ
ば
両
者
の
区
別
は
、
…
そ
れ
を
語
る
方

法
に
あ
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(10)

人
間
生
活
は
現
実
派
に
取
つ
て
も
、
浪
漫
派
に
取
つ
て
も
、
過
不
及

な
く
、
不
公
平
な
く
、
平
等
に
材
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
題
材
を
基

礎
に
両
派
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
の
不
可
能
な
の
を
説
く
の
は
実
に

こ
こ
の
事
で
あ
る
。
両
派
の
真
の
区
別
の
楔
は
、
そ
の
材
料
を
案
配
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す
る
方
法
の
中
に
発
見
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
区
別
は
外

的
な
も
の
で
な
く
て
、
内
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
に
小
説
家

の
心
の
働
せ
方
に
あ
る
。
(11)

こ
れ
は
、
木
村
が
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
違
い
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
『
小
説
研
究
十
六
講
』
は
小
説
創
作
に
関
す

る
作
法
書
で
あ
り
、
清
張
は
作
家
出
発
当
初
、
こ
の
著
作
に
多
大
な
影
響

を
受
け
た
と
回
想
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追
求
す
る
際
、

意
識
的
に
も
無
意
識
的
に
も
、
作
品
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
材
料
で

は
な
く
、
そ
の
材
料
を
按
配
す
る
方
法
、
す
な
わ
ち
語
り
の
方
法
に
特
に

注
意
を
払
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

実
際
、
清
張
自
身
も
「
話
が
作
り
話
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
表
現

な
り
、
文
章
の
筆
致
は
、
あ
く
ま
で
も
現
実
的
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
虚
構
の
火
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
の
は
、
現
実
の
薪

で
す
。
大
げ
さ
な
形
容
詞
や
、
い
た
ず
ら
に
持
っ
て
回
っ
た
言
い
回
し
は
、

必
要
な
い
ば
か
り
か
、
却
っ
て
効
果
を
減
ず
る
も
の
で
す
」

と
述
懐
し

(12)

て
い
る
。
こ
れ
は
推
理
小
説
の
創
作
に
関
す
る
発
言
で
あ
る
が
、
こ
の
考

え
は
決
し
て
推
理
小
説
の
範
疇
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
清
張
は
リ
ア
リ
テ
ィ

の
た
め
に
「
真
実
の
文
字
」
を
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え

る
と
、
「
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
保
証
す
る
の
は
作
者
の
文
章
力
や
表
現

力
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
経
験
と
取
材
力
で
あ
る
」

と
い
う
郷
原
宏

(13)

の
意
見
は
、
必
ず
し
も
的
確
と
は
い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
〈
清
張
式
リ

ア
リ
テ
ィ
〉
の
原
点
を
語
り
方
や
描
き
方
に
結
び
つ
け
た
論
者
が
い
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
辻
井
は
、
「
読
む
側
は
作
品
が
持
っ
て
い
る
虚

構
そ
の
も
の
を
、
い
つ
の
間
に
か
現
実
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
。
発
生
し

た
事
件
が
現
実
に
あ
っ
た
も
の
に
似
て
い
る
の
で
錯
覚
を
起
こ
す
の
で
は

な
い
。
描
写
の
力
、
文
章
の
説
得
力
が
読
者
に
、
そ
れ
を
現
実
と
思
い
込

ま
せ
る
」

と
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
辻
井
は
、
読
者
に
現
実
と

(14)

思
い
込
ま
せ
る
「
描
写
の
力
」
、
す
な
わ
ち
「
語
り
方
」
の
実
態
に
つ
い

て
、
具
体
的
な
検
討
を
行
っ
て
は
い
な
い
。

三
、
清
張
の
初
期
小
説
に
お
け
る
〈
語
り
手
の
介
入
〉

ひ
と
く
ち
に
「
語
り
方
」
と
言
っ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
広

範
に
わ
た
る
。
作
家
の
意
思
伝
達
、
情
緒
伝
達
は
い
ず
れ
も
語
り
手
に
よ

る
ほ
か
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
清
張
作
品
の
〈
語
り
手
〉
に
着
目
す
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、〈
語
り
手
＝
作
者
・
清
張
〉

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
清
張
作
品
の
〈
語
り
手
〉
と
い
え
ば
、

早
く
に
郷
原
宏
が
、
清
張
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
『
火
の
記
憶
』
と
自
伝
『
半

生
の
記
』
や
私
小
説
『
父
系
の
指
』
に
描
か
れ
た
風
景
描
写
を
取
り
上
げ
、

「
ほ
ぼ
同
じ
景
物
を
描
写
し
な
が
ら
後
者
（
『
半
生
の
記
』
と
『
父
系
の
指
』
：

筆
者
注
）
の
ほ
う
に
格
段
の
生
彩
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
前
者
（『
火
の
記
憶
』
：

筆
者
注
）
の
語
り
手
が
単
な
る
会
社
員
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
〈
私
〉

が
作
者
自
身
だ
か
ら
だ
」

と
、
語
り
手
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
作
品
に
お

(15)

け
る
効
果
が
異
な
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
語
り
手
と
作
中
人
物
を

混
同
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
氏
の
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
語
り
手

と
「
生
彩
感
」
の
つ
な
が
り
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
。「
生
彩
」
と
は
「
生

き
生
き
と
し
た
表
情
、
様
子
・
活
気
の
あ
る
姿
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
で
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あ
る
た
め
、
風
景
描
写
の
「
生
彩
感
」
と
は
、
す
な
わ
ち
描
写
の
「
リ
ア

リ
テ
ィ
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
郷
原
は
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
描
出
と
語

り
手
の
あ
り
方
と
の
関
係
に
注
意
し
て
は
い
る
が
、
清
張
に
お
け
る
〈
原

風
景
〉
の
成
立
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
語
り
手
に
つ
い
て
は

そ
れ
以
上
論
を
展
開
し
て
い
な
い
。
清
張
自
身
は
「
私
の
小
説
作
法
」
に

お
い
て
、
「
た
と
え
自
分
が
そ
こ
に
い
て
も
、
ナ
マ
に
近
い
か
た
ち
で
は

出
さ
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
清

(16)

張
が
創
作
に
あ
た
っ
て
、
常
に
〈
語
り
手
の
位
置
〉
に
留
意
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
清
張
の
初
期
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
。
で
き
る
と
す
れ
ば
、
清
張
は
作
家
出
発
当
初
か
ら
い
か
に
そ
の
考

え
を
実
践
し
た
の
か
。
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
た
め
、
試
み
に
、
初
期

作
品
を
収
録
し
た
『
松
本
清
張
全
集
』
三
五
巻
を
俯
瞰
す
る
。
す
る
と
、

語
り
手
が
物
語
を
進
め
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
顕
在
化
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
に

介
入
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
物
語
の
進
行
と
共

に
、
何
ら
か
の
形
で
姿
を
現
す
。
こ
の
よ
う
な
、
不
特
定
な
形
で
顔
を
出

す
語
り
手
の
姿
を
、
本
稿
で
は
〈
語
り
手
の
介
入
〉
と
位
置
付
け
る
。
で

は
、
こ
の
よ
う
な
〈
語
り
手
の
介
入
〉
は
、
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
文
学
に
お
け
る
虚
構
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
る
座
談
会
で
、
神
野
藤
昭

夫
は
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

作
者
と
語
り
手
と
作
中
人
物
と
い
う
関
係
の
中
で
、
超
越
的
視
点
と

い
う
か
、
神
の
視
点
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
サ
ル
ト
ル
に
よ

る
と
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
神
の
視
点
、
超

越
的
視
点
を
隠
す
と
い
う
と
こ
ろ
に
虚
構
は
あ
る
の
で
、
ど
う
や
っ

て
そ
れ
を
隠
す
か
、
そ
れ
が
な
い
と
だ
め
だ
し
、
露
で
は
だ
め
だ
し
、

隠
し
方
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
諸
相
を

捉
え
て
い
き
た
い
。
私
と
し
て
は
隠
さ
れ
た
神
の
視
点
と
い
う
こ
と

を
、
虚
構
と
い
う
こ
と
で
考
え
た
い
。

「
今
は
昔
…
」
み
た
い
に
、
初
め
か
ら
語
り
手
が
、
そ
れ
は
作
者
其

の
人
で
は
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
厳
然
と
存
在
し
て
、
と
き
に
あ
き

ら
か
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
小
説

の
場
合
な
ん
か
だ
と
、
語
り
手
が
存
在
し
な
い
語
り
な
ん
か
考
え
ら

れ
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
語
り
手
隠
し
と
い
う
か
、
で
き
る
だ
け
語

り
手
自
身
を
表
に
出
し
て
ゆ
か
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
こ
に
虚
構
の
相
違
が
あ
る
…
。
(17)

右
の
発
言
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
〈
語
り
手
の
介
入
〉
に
よ
っ
て
作

品
が
呈
す
る
全
体
の
様
相
、
す
な
わ
ち
読
者
が
投
げ
込
ま
れ
た
イ
メ
ー
ジ

は
違
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
が
頻
繁
に
姿
を
現
す
語
り
方
が

も
た
ら
す
イ
メ
ー
ジ
は
、
語
り
手
の
身
辺
、
あ
る
い
は
語
り
手
の
知
識
の

範
囲
に
お
け
る
リ
ア
ル
な
出
来
事
で
あ
る
。
す
る
と
、
清
張
作
品
に
お
け

る
〈
語
り
手
の
介
入
〉
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
イ
メ
ー
ジ
獲
得
と
関
わ
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

四
、
清
張
初
期
小
説
に
お
け
る
語
り
手
の
姿
勢
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語
り
手
の
介
入
の
例
文

作
品
名

機
能

だ
が
、
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
の
諺

く
る
ま
宿

1
が
こ
こ
に
も
生
き
て
い
た
。

あ
な
が
ち
少
年
客
気
の
言
と
は
言
え
な
い

啾
々
吟

2
後
か
ら
考
え
て
、
そ
う
い
う
時
代
が
近
づ

き
つ
つ
あ
る
時
で
も
あ
っ
た
。

人
は
死
床
に
あ
れ
ば
、
大
抵
の
こ
と
は
容

湖
畔
の
人

3
れ
る
も
の
で
あ
る
。

陳
述

次
に
そ
の
長
い
文
面
を
写
す
こ
と
に
す
る

情
死
傍
観

4
前
後
の
挨
拶
め
い
た
不
必
要
な
と
こ
ろ
は

省
く
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
…

笛
壺

5
た
い
て
い
の
手
切
れ
金
が
そ
う
で
あ
る
よ

尊
厳

6
う
に
、
…

嘉
門
は
利
発
聡
明
で
あ
っ
た
。
そ
の
才
智

啾
々
吟

7
に
は
予
も
し
ば
し
ば
感
心
し
た
。
／
例
え

ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
だ
。

こ
の
時
も
十
日
あ
ま
り
、
巴
城
の
家
で
厄

菊
枕

8
介
に
な
っ
た
。
そ
し
て
心
を
裏
切
ら
れ
て

語
り

帰
っ
て
き
た
。
そ
の
次
第
は
次
の
通
り
で

か
け

あ
る
。

そ
れ
で
己
は
あ
き
ら
め
た
の
で
は
な

恋
情

9
い
。
／
次
に
は
清
国
と
の
戦
争
が
は
じ
ま

っ
た
。

ま
ず
三
河
一
揆
の
時
か
ら
で
あ
っ
た
。

廃
物

10

誰
も
相
手
に
し
な
い
か
ら
、
若
い
者
を
集

断
碑

11
め
て
『
先
生
』
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
嗤

わ
れ
た
。
（
し
か
し
彼
ら
は
現
在
で
は
第
一

線
の
教
授
と
な
り
学
者
と
な
っ
た
）

亥
の
刻
（
午
後
十
時
頃
）
で
す
。

特
技

12
明
治
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
人
力
車
の
発

く
る
ま
宿

説
明

13
明
は
明
治
二
年
ご
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
こ
ろ
に
は
も
う
相
当
普

及
し
て
い
た
。

こ
れ
が
現
在
の
国
鉄
鹿
児
島
本
線
に
な
る
。

或
る
「
小
倉

14
今
で
も
熊
本
に
話
が
残
っ
て
い
る
。

日
記
」
伝

15
こ
う
い
う
役
人
の
手
で
探
索
さ
れ
て
い
た

贋
札
つ
く
り

16
の
で
も
あ
ろ
う
。

…
と
み
す
み
す
甘
い
言
葉
の
一
つ
も
云
っ

断
碑

推
測

17
て
や
り
た
く
な
っ
た
時
も
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。

「
こ
の
人
、
生
得
大
徳
に
て
、
昼
夜
酔
た

転
変

18
る
計
り
に
て
、
本
性
な
る
事
な
し
」
と
書

か
れ
る
所
以
で
あ
る
。

評
価

ア
メ
リ
カ
兵
に
取
り
入
っ
て
、
戦
犯
か
ら

赤
い
く
じ

19
免
れ
、
身
の
安
全
を
は
か
ろ
う
と
す
る
高

級
軍
人
の
狡
猾
な
計
算
が
…

し
か
し
、
〈
語
り
手
の
介
入
〉
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
介
入
の
仕
方
は

多
様
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
の
物
語
言
説
に
戻
っ
て
、
語
り
手
が
介
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入
し
て
い
る
部
分
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
勢
と
リ
ア
リ
テ

ィ
の
相
関
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
語
り
手
の
介
入
箇
所

が
多
く
、
全
て
を
引
用
す
る
と
長
く
な
る
た
め
、
い
く
つ
か
の
例
文
を
ピ

ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
右
の
表

に
ま
と
め
た
（
「
機
能
」
欄
に
挙
げ
た
用
語
の
説

(18)

明
は
後
述
す
る
。
傍
点
は
作
者
、
傍
線
は
引
用
者
）
。
右
の
用
例
に
基
づ
い
て
語

り
手
の
介
入
の
仕
方
（
語
り
手
の
機
能
）
を
分
類
す
る
と
、
「
陳
述
」
、
「
語

り
か
け
」
、
「
説
明
」
、
「
評
価
」
、
「
推
測
」
な
ど
に
分
け
ら
れ
る
。

ま
ず
、
「
陳
述
」
と
は
一
般
的
に
「
口
頭
で
述
べ
る
こ
と
、
口
で
言
う

こ
と
、
申
し
述
べ
る
こ
と
」（
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
の
語
り
手
の
機
能
と
し
て
の
「
陳
述
」
は
、
「
意
見
・
考
え
と
述
べ

る
こ
と
」
で
は
な
く
構
文
論
と
相
似
し
、
語
り
手
の
判
断
・
あ
る
事
実
に

関
す
る
ま
と
ま
り
の
文
を
指
す
。
例
文

か
ら

が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ

1

6

れ
ら
の
陳
述
文
が
語
ら
れ
る
理
由
は
、
物
語
世
界
内
か
ら
超
越
し
た
語
り

手
が
設
定
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
〈
彼
〉
は
物
語
世
界
外
に
位
置
し
、
俯

瞰
的
な
姿
勢
で
語
る
。
そ
し
て
、
読
者
は
物
語
の
進
行
と
と
も
に
、
常
に

そ
れ
ら
の
文
句
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
者

―
語
り
手

―
の
存

在
に
注
意
を
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
神
野
藤
氏
の
い
う
「
『
今
は
昔
…
』

み
た
い
」
な
物
語
文
学
と
同
様
、
「
初
め
か
ら
語
り
手
が
…
厳
然
と
存
在

し
て
、
と
き
に
あ
き
ら
か
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
上
記
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
清
張
の
語
り
手
に
よ
る
陳
述
は

物
語
と
違
っ
て
事
物
を
論
理
立
て
て
読
者
に
伝
え
、
物
語
に
内
在
す
る
因

果
関
係
を
明
晰
に
示
す
働
き
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
清
張
が
す

で
に
初
期
か
ら
因
果
関
係
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
年
に

推
理
小
説
や
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
入
る
際
の
原
点
と
も
い
え
る
だ
ろ

う

。『
小
説
研
究
十
六
講
』
に
話
を
戻
せ
ば
、
木
村
毅
は
「
小
説
の
目
的
」

(19)

の
項
で
、
「
小
説
家
は
、
そ
の
因
果
関
係
を
読
者
に
了
解
せ
し
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
う
な
、
単
な
る
偶
然
の
連
続
を
提
示
す
る
権
利
は
も
た
な

い
」

と
述
べ
て
い
る
。
清
張
は
「
偶
然
の
連
続
を
提
示
す
る
」
に
あ
た

(20)

り
、
語
り
手
の
陳
述
に
よ
っ
て
文
・
段
落
を
繋
げ
、
因
果
関
係
を
読
者
に

伝
え
て
い
る
の
で
あ
る

。
(21)

次
に
、
「
語
り
か
け
」
の
機
能
に
つ
い
て
み
る
。
こ
れ
は
語
り
手
が
読

者
の
存
在
を
想
定
し
、
そ
の
前
提
の
も
と
で
仮
の
「
読
者
」
に
語
り
か
け
、

ス
ト
ー
リ
ー
を
進
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
小
説
で
は
〈
語

り
手
の
介
入
〉
自
体
は
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
多
く

は
想
定
読
者
に
対
す
る
「
語
り
か
け
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
読
者
諸
君
」

な
ど
と
呼
び
か
け
、
語
り
手
が
聞
き
手
の
反
応
を
期
待
し
、
聞
き
手
と
の

会
話
が
予
想
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら

の
「
語
り
か
け
」
は
物
語
の
進
行
を
中
断
す
る
も
の
か
、
語
り
手
の
饒
舌

で
あ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
、
清
張
作
品
に
お
け
る
語
り
手
に
よ
る
「
語

り
か
け
」
に
は
他
の
側
面
も
あ
る
。
例
文

か
ら

の
よ
う
に
、
聞
き
手

7

10

へ
の
呼
び
か
け
で
は
な
く
、
そ
の
反
応
も
全
然
期
待
し
な
い
が
、
聞
き
手

の
存
在
を
意
識
な
が
ら
、
聞
き
手
の
疑
問
を
予
想
し
、「
次
」「
ま
ず
」「
次

の
通
り
」
な
ど
の
よ
う
な
接
続
表
現
を
用
い
、
語
り
手
が
物
語
の
全
体
を

す
で
に
論
理
的
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を
読
者
に
伝
え
る
も
の
も
あ
る
。

こ
こ
で
の
語
り
手
の
「
語
り
か
け
」
は
、
作
者
の
対
読
者
意
識
が
顕
著
に

働
い
て
い
る
た
め
、
物
語
世
界
内
に
存
在
し
な
い
超
越
的
な
姿
勢
で
物
語

進
行
中
の
論
理
性
を
読
者
に
示
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
ス
ム
ー
ズ
か
つ
客
観

的
に
進
め
る
た
め
の
手
段
に
な
っ
て
い
る
。
読
者
も
、
こ
の
超
越
的
で
物
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語
全
体
を
把
握
し
て
い
る
語
り
手
の
存
在
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
、
語
り

手
と
と
も
に
物
語
の
進
行
を
傍
観
す
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
自
身
が
ス

ト
ー
リ
ー
を
傍
観
す
る
側
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
真
実
性
を
疑
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
身
が
ス
ト
ー

リ
ー
を
客
観
的
に
把
握
で
き
る
と
信
じ
込
む
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
機
能
」
欄
に
「
説
明
」
と
い
う
分
類
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

大
き
く
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
語
り
手
が
読
者
の
既
有
知
識
に

配
慮
し
、例
文

と

の
よ
う
な
括
弧
を
使
っ
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、

11

12

そ
れ
は
清
張
の
初
期
作
品
に
多
数
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
例
文

・
13

・

の
よ
う
に
背
景
を
説
明
し
た
り
、
物
語
と
相
関
す
る
事
物
の
現
在

14

15

の
様
子
・
状
態
を
追
加
説
明
し
た
り
す
る
。
い
ず
れ
も
、
語
り
手
が
物
語

世
界
か
ら
逸
脱
し
、
対
象
を
客
体
と
し
て
捉
え
る
書
き
方
で
あ
る
。
「
説

明
」
に
よ
る
〈
語
り
手
の
介
入
〉
か
ら
は
語
り
手
が
現
在
進
行
中
の
物
語

で
は
な
く
、
現
時
点
に
位
置
し
、
過
去
の
出
来
事
を
回
想
す
る
こ
と
が
窺

え
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
説
明
」
は
過
去
と
現
在
と
を
結
び
つ
け
る
か
け

橋
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
故
に
、
現
実
は
リ
ア
ル
で
あ
り
、
「
説
明
」

も
リ
ア
ル
で
あ
れ
ば
、
「
説
明
」
で
結
ぶ
過
去
も
リ
ア
ル
に
思
わ
れ
る
の

も
不
思
議
で
は
な
い
。

最
後
に
、
「
評
価
」
と
「
推
測
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
語
り
手
が
自
分

の
語
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
を
加
え
た
り
、
作
中
人
物
の
心

理
に
つ
い
て
推
測
し
た
り
す
る
文
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
機
能
に
よ
っ
て
、

語
り
手
は
完
全
に
物
語
世
界
か
ら
超
越
し
た
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
例
文

か
ら

が
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
物
語
の
進
行
中
に
出
現

16
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す
る
の
で
は
な
く
、
遠
い
未
来
（
語
る
現
在
）
に
位
置
し
、
傍
観
者
の
よ
う

な
冷
静
な
目
で
進
行
中
の
出
来
事
に
関
す
る
推
測
あ
る
い
は
評
価
を
す

る
。
そ
う
し
た
介
入
は
、
結
果
と
し
て
語
り
手
を
物
語
世
界
内
か
ら
超
越

さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
物
語
内
容
か
ら
超

越
し
た
語
り
手
の
姿
勢
は
作
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
。

五
、〈
清
張
式
語
り
〉
の
作
中
役
割

―
『
赤
い
く
じ
』
を
例
に

『
小
説
研
究
十
六
講
』
は
作
家
松
本
清
張
に
と
っ
て
の
「
啓
蒙
書
」
で

あ
り
、
清
張
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

清
張
初
期
小
説
に
お
け
る
〈
語
り
手
の
介
入
〉
は
決
し
て
『
小
説
研
究
十

六
講
』
の
「
写
実
」
だ
け
に
関
わ
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
に
、
清

張
は
後
年
、
「
そ
の
こ
ろ
の
私
が
こ
の
書
で
最
も
教
え
ら
れ
た
の
は
、
…

第
十
講
『
視
点
及
び
基
調
の
解
剖
』
、
…
で
あ
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
氏
の
語
り
手
の
位
置
付
け
を
こ
の
第
十
講
の
内
容
に
合
わ
せ

て
、
探
っ
て
み
た
い
。
木
村
は
視
点
の
方
法
を
論
述
す
る
中
で
、
「
神
的

態
度
」
の
次
に
、
「
法
廷
的
配
置
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

神
的
態
度
の
つ
ぎ
に
、
人
事
の
真
相
を
最
も
究
め
易
い
の
は
何
で
あ

ら
う
。
与
え
ら
れ
た
る
事
象
に
関
係
あ
り
、
又
は
興
味
を
有
す
る
者

を
一
堂
に
集
め
て
、
彼
等
が
見
る
こ
と
、
思
ふ
こ
と
を
十
分
に
述
べ

さ
せ
、
そ
れ
を
総
合
し
て
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
依

っ
て
絶
対
的
真
理
が
掴
め
る
と
は
言
へ
な
い
。
併
し
人
界
に
設
け
ら

る
る
制
度
と
し
て
は
こ
の
上
の
こ
と
が
考
へ
ら
れ
な
い
の
は
事
実

で
、
さ
れ
ば
こ
そ
裁
判
は
さ
う
し
た
組
織
の
上
に
立
つ
。
被
告
、
証
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人
、
弁
護
士
、
検
事
、
陪
審
官
な
ど
の
吐
露
し
た
言
論
を
出
来
し
た

る
事
実
に
照
合
し
、
そ
の
底
に
真
相
を
捜
る
は
主
席
判
事
の
責
務
で

あ
る
。
…
そ
こ
に
司
法
官
の
職
務
の
困
難
と
面
白
味
と
が
あ
ら
う
如

く
、
又
、
こ
の
配
置
を
芸
術
上
に
適
用
す
る
小
説
作
家
の
困
難
と
面

白
味
も
あ
ら
う
。
私
は
仮
に
之
を
法
廷
的
配
置
と
命
じ
て
お
く
。
(22)

文
字
通
り
の
「
法
廷
的
配
置
」
は
確
か
に
、
「
探
偵
小
説
以
外
に
効
果

を
挙
げ
る
余
地
」
が
少
な
く
、
木
村
自
身
も
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
「
ど

の
程
度
ま
で
小
説
に
適
用
出
来
る
か
は
大
い
に
疑
問
」

を
持
っ
て
い
る
。

(23)

こ
れ
に
関
し
て
は
例
え
ば
、
『
藪
の
中
』
に
お
け
る
多
元
焦
点
化
の
捉
え

方
も
広
義
の
「
法
廷
的
配
置
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
複
数
の
人
間
を
一
堂

に
集
め
て
、
語
ら
せ
る
と
い
う
『
藪
の
中
』
の
よ
う
な
「
法
廷
的
配
置
」

で
は
な
く
、
木
村
氏
が
言
及
し
た
「
司
法
官
の
職
務
」
を
清
張
は
ど
う
理

解
し
、
小
説
の
語
り
の
位
相
で
ど
う
運
用
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「
司
法
官
の
職
務
」
は
真
相
を
探
り
、
判
断
を
下
す
こ
と
に
あ
る

な
ら
、
『
藪
の
中
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
語
り
は
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
清
張
の
初
期
作
品
の
語
り
手
の
多
様
な
介
入
は
、
「
司
法

官
」
の
語
り
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
親
密
感
の
な
い
「
陳
述
」
、
聞
き

手
の
返
事
を
期
待
し
な
い
論
理
性
に
富
ん
だ
「
語
り
か
け
」
、
対
象
を
客

体
視
す
る
「
説
明
」
、
出
来
事
や
人
物
に
出
す
「
評
価
」
と
「
推
測
」
、
語

り
手
の
視
線
と
声
は
法
廷
の
裁
判
で
あ
る
よ
う
に
傍
観
的
で
客
観
的
で
あ

る
。
そ
の
介
入
は
法
廷
に
お
け
る
「
司
法
官
」
の
よ
う
に
、
事
件
の
進
行

を
把
握
し
、
説
明
や
コ
メ
ン
ト
を
加
え
な
が
ら
、
大
衆
に
語
り
聞
か
せ
、

真
実
を
判
断
す
る
。
つ
ま
り
、
清
張
の
語
り
手
は
「
司
法
官
」
の
目
で
全

体
像
を
把
握
し
、
物
語
世
界
を
客
体
視
し
、
傍
観
す
る
位
置
に
あ
る
。
現

実
社
会
に
お
い
て
、
司
法
官
が
リ
ア
ル
な
情
報
を
発
信
し
、
正
し
い
判
断

を
下
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
大
衆
に
共
有
さ
れ
て
い
る
た
め
、
清
張
の
小

説
に
お
け
る
「
司
法
官
の
職
務
」
に
当
た
る
語
り
手
の
イ
メ
ー
ジ
も
同
様

に
読
者
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
司
法
官
」
が
実
在

の
人
物
で
あ
る
よ
う
に
、
清
張
の
語
り
手
も
多
様
な
機
能
で
物
語
世
界
に

介
入
し
、
〈
自
己
顕
示
的
な
傍
観
す
る
語
り
手
〉
に
な
る
。
以
下
、
具
体

的
な
作
品
を
取
り
上
げ
、
「
司
法
官
の
職
務
」
に
当
た
る
語
り
手
の
作
中

役
割
を
分
析
し
て
み
る
。

『
赤
い
く
じ
』
は
『
赤
い
籤
』
の
原
題
で
昭
和
三
○
年
六
月
号
の
「
オ

ー
ル
讀
物
」
に
発
表
さ
れ
た
清
張
初
期
の
短
編
で
あ
る
。
昭
和
四
七
年
文

藝
春
秋
社
出
版
の
『
松
本
清
張
全
集
』
三
五
巻
に
収
録
さ
れ
た
。
一
九
四

四
年
秋
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
入
港
を
防
ぐ
た
め
、
日
本
軍
は
「
備
朝
兵
団
」

を
設
立
し
、
全
羅
北
道
の
高
敞
地
区
に
進
駐
し
た
。
兵
団
の
末
森
軍
医
と

楠
田
参
謀
長
は
、
そ
こ
で
在
朝
日
本
人
塚
西
夫
人
の
高
雅
な
美
貌
に
惹
か

れ
る
。
二
人
は
夫
人
の
気
を
引
く
た
め
に
競
争
を
始
め
る
が
、
末
森
に
と

っ
て
も
楠
田
に
と
っ
て
も
夫
人
は
手
の
届
か
ぬ
「
高
嶺
の
花
」
の
よ
う
な

存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
が
敗
戦
し
、
米
軍
が
入
港
す
る
と
共
に

事
情
は
一
変
す
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
を
喜
ば
せ
、
自
分
の
責
任
を
免
れ
よ
う

と
、
日
本
軍
官
は
在
朝
日
本
婦
女
か
ら
二
十
人
の
慰
安
婦
を
く
じ
引
き
で

選
出
こ
と
を
決
め
る
。
塚
西
夫
人
は
赤
い
く
じ
に
当
た
り
、
慰
安
婦
視
さ

れ
た
。
ア
メ
リ
カ
軍
は
慰
安
婦
接
待
の
要
求
を
持
ち
出
さ
な
か
っ
た
が
、

末
森
と
楠
田
か
ら
見
れ
ば
、
塚
西
夫
人
は
す
で
に
「
高
嶺
の
花
」
で
は
な
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く
、
肉
欲
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
末
森
は
塚
西
夫
人
を
引
揚
げ
の
車
両

か
ら
連
れ
出
し
て
強
姦
し
よ
う
と
す
る
。
楠
田
は
末
森
の
企
み
に
気
付
き
、

「
末
森
軍
医
が
脱
走
し
た
」
と
叫
ん
で
、
兵
士
た
ち
を
引
き
連
れ
、
捜
索

に
出
る
。
楠
田
に
見
つ
け
ら
れ
た
末
森
は
、
隠
し
持
っ
て
い
た
銃
で
楠
田

を
射
殺
し
て
か
ら
自
殺
す
る
、
と
い
う
清
張
自
身
の
朝
鮮
体
験
が
絡
ん
で

い
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

以
下
の
引
用
が
語
り
手
の
介
入
箇
所
で
あ
る
。

Ａ

先
に
、
塚
西
夫
人
を
知
っ
た
の
は
末
森
軍
医
で
あ
っ
た
。
そ
の

し
だ
い
は
こ
う
で
あ
る
。

【
語
り
か
け
、
三
一
四
頁
】

Ｂ

そ
れ
が
、
塚
西
夫
人
に
末
森
が
対
面
し
た
最
初
で
あ
っ
た
。

【
陳
述
、
三
一
五
頁
】

Ｃ

楠
田
参
謀
長
が
塚
西
夫
人
を
見
た
時
の
感
想
も
、
全
く
軍
医
と

同
じ
で
あ
る
。

【
陳
述
、
三
一
五
頁
】

Ｄ

人
は
飯
を
食
べ
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
思
索
を
追
う
も
の
で
あ

る
。

【
陳
述
、
三
一
七
頁
】

Ｅ

そ
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
数
日
す
ぎ
た
。

【
陳
述
、
三
一
八
頁
】

Ｆ

西
欧
流
に
云
え
ば
、
彼
女
の
〝
客
間
〟
に
出
入
り
で
き
る
身
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
評
価
、
三
一
九
頁
】

Ｇ

と
こ
ろ
が
、
楠
田
参
謀
長
に
も
、
負
け
ず
に
似
た
こ
と
が
あ
っ

た
。

【
陳
述
、
三
二
二
頁
】

Ｈ

こ
れ
が
案
に
相
違
し
て
、
あ
と
で
思
わ
ぬ
結
果
と
な
っ
た
。

【
評
価
、
三
二
二
頁
】

Ｉ

ア
メ
リ
カ
兵
に
取
り
い
っ
て
、
戦
犯
か
ら
免
れ
、
身
の
安
全
を

は
か
ろ
う
と
す
る
高
級
軍
人
の
狡
猾
な
計
算
が
、
〝
一
般
婦
女
子

を
不
慮
の
災
害
か
ら
防
ぐ
〟
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
名
に
す
り

か
え
ら
れ
て
、
二
十
人
の
人
身
御
供
が
く
じ
引
き
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

【
評
価
、
三
二
六
頁
】

Ｊ

く
じ
引
き
と
い
う
こ
と
は
た
と
え
好
ま
し
く
な
い
場
合
で
も
、

心
に
不
思
議
な
愉
し
み
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。

【
評
価
、
三
二
七
頁
】

Ｋ

彼
女
を
要
せ
ず
と
も
、
誰
で
も
ア
メ
リ
カ
兵
を
慰
め
る
こ
と
が

で
き
る
の
だ
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
将
校
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
点

数
を
か
せ
ぐ
計
算
に
間
違
い
は
な
い
の
に
。【

評
価
、
三
二
七
頁
】

Ｌ

な
ぜ
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
と
い
う
の
か
。
彼
女
た
ち
は
何
も

し
な
か
っ
た
の
だ
。
た
だ
訳
を
知
ら
ず
、
く
じ
が
あ
た
っ
た
こ
と

だ
け
で
、
彼
女
た
ち
の
肉
体
の
上
に
不
貞
な
特
別
な
汚
斑
が
つ
い

た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

だ
が
（
危
う
く
、
ア
メ
リ
カ
兵
の
慰
安
婦
を
つ
と
め
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
）
と
い
う
事
実
は
、
（
娼
婦
の
資
格
者
だ
っ
た
）
と
い
う

意
地
悪
い
意
識
を
消
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
見
え
な
い
烙
印

だ
っ
た
。

二
十
名
の
そ
の
婦
人
こ
そ
皆
か
ら
感
謝
さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
っ

た
。
も
し
、
事
実
、
彼
女
た
ち
に
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
と
仮
定

し
た
ら
、
身
を
も
っ
て
数
百
の
同
胞
婦
女
子
の
災
難
を
救
っ
た
こ

と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

【
評
価
、
三
二
八
頁
】
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文
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｅ
Ｇ
の
語
り
か
け
と
陳
述
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
進
展
状
況
に
関

わ
る
繋
が
り
文
で
あ
り
、
語
り
手
が
物
語
世
界
外
に
あ
る
立
場
を
提
示
し

て
い
る
。
特
に
、
楠
田
参
謀
長
が
、
塚
西
夫
人
に
接
近
す
る
た
め
の
考
え

を
思
い
つ
い
た
の
が
食
事
中
で
あ
る
一
節
が
あ
り
、
そ
の
前
後
に
お
け
る

「
連
続
な
偶
然
性
」
を
補
う
た
め
、
Ｄ
の
文
を
付
け
加
え
た
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
「
陳
述
」
が
挿
入
さ
れ
た
結
果
、
読
者
に
と
っ

て
、
語
り
手
の
介
入
は
不
自
然
な
も
の
で
な
く
な
り
、
後
に
評
価
文
Ｆ
Ｈ

Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
が
挿
入
さ
れ
て
も
違
和
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
に
読
め
る
。

ま
る
で
司
法
官
が
法
廷
で
末
森
と
楠
田
の
〝
犯
罪
〟
を
陳
述
し
た
後
、
二

人
へ
判
決
を
下
す
よ
う
に
、
語
り
手
は
物
語
世
界
内
か
ら
超
越
し
た
姿
勢

で
、
「
陳
述
」
の
伏
線
を
張
っ
て
か
ら
、
「
評
価
」
を
加
え
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
語
り
手
に
よ
る
評
価
は
テ
キ
ス
ト
を
読
む
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い

る
。
例
え
ば
、
久
保
田
裕
子
は
評
価
文
Ｆ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
西
欧
」
と
「
客

間
」
を
捉
え
、
塚
西
夫
人
の
「
客
間
」
を
分
析
し
た
上
、
「
（
塚
西
夫
人
が
）

い
わ
ば
西
欧
文
化
的
教
養
と
日
本
的
な
慎
ま
し
さ
を
併
せ
持
つ
存
在
で
あ

っ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
な
ら
ば
末
森
と
楠
田
が
抱
く
塚
西
夫
人
へ

(24)

の
憧
れ
は
、
ジ
ョ
ル
ダ
ン
・
サ
ン
ド
が
「
十
九
世
紀
の
征
服
と
植
民
地
化

に
よ
る
領
土
拡
張
は
、
基
本
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
行
動
で
あ
っ
た
た

め
、
世
紀
末
日
本
も
公
式
な
植
民
地
勢
力
に
な
っ
た
と
き
、
植
民
地
支
配

の
在
り
方
と
帝
国
を
誇
示
す
る
物
質
的
形
態
と
の
双
方
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
先
例
に
由
来
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
単
純
に
い
え
ば
明
治
時
代
の
「
西

洋
化
さ
れ
た
」
日
本
人
エ
リ
ー
ト
が
『
西
洋
化
』
を
輸
出
し
た
の
で
あ

る
」

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
当
時
（
戦
時
下
）
の
日
本
の
価
値

(25)

基
準
・
審
美
意
識
の
反
映
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
塚
西
夫
人
が
手
が
届
か

な
い
存
在
と
し
て
末
森
と
楠
田
の
意
識
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
長
年

内
地
を
離
れ
た
軍
人
の
〈
「
夢
見
心
地
に
近
い
世
界
」
＝
故
郷
〉
へ
の
憧

れ
の
表
象
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
、
語
り
手
は
故
郷
を
離
れ
た
高
級
軍
人
に
同
情
を
寄
せ
て
は
い

な
い
。
そ
れ
は
慰
安
婦
選
出
た
め
の
く
じ
引
き
事
件
が
思
案
さ
れ
た
後
の

評
価
文
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
「
高
級
軍
人
の
狡
猾
な

計
算
」
「
日
本
将
校
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
点
数
を
か
せ
ぐ
計
算
」「
見
え
な
い

烙
印
」
「
そ
の
婦
人
こ
そ
皆
か
ら
感
謝
さ
れ
て
よ
い
は
ず
」
な
ど
が
表
し

て
い
る
よ
う
に
、
語
り
手
は
態
度
を
鮮
明
に
し
、
法
廷
の
司
法
官
の
よ
う

に
道
徳
的
判
断
を
下
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
木
村
の
論
述
、
「
作
品
を
有

意
義
に
、
道
徳
的
に
な
る
の
に
只
一
つ
大
切
な
の
は
、
作
者
が
終
始
健
全

な
洞
察
眼
を
見
は
つ
て
、
作
中
人
物
の
関
係
の
健
全
な
る
か
病
的
な
る
か

の
監
視
を
怠
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
」

を
想
起
さ
せ
る
。
作
中
に
お
け
る
語

(26)

り
手
の
裁
判
が
松
本
清
張
の
「
健
全
な
洞
察
眼
」
を
表
現
し
、
作
者
本
人

の
価
値
判
断
を
代
表
す
る
。

清
張
は
『
全
集
』
三
五
巻
の
「
あ
と
が
き
」
で
「
こ
の
作
品
（
『
赤
い
く

じ
』
）
を
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
『
脂
肪
の
塊
』
を
模
倣
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
」
と
懸
念
し
て
い
る
。
物
語
内
容
に
お
け
る
両
作
の
類

似
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
語
り
方
に
お
い
て
は
、
両
作
の
語
り
手

に
は
相
反
す
る
側
面
も
見
る
こ
と
が
で
き
る

。
作
者
の
態
度
を
作
中
人

(27)

物
の
対
話
・
心
理
描
写
を
通
し
て
表
明
す
る
『
脂
肪
の
塊
』
に
対
し
、『
赤

い
く
じ
』
で
は
語
り
手
が
作
中
人
物
の
行
為
を
監
視
し
、
論
評
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
作
者
自
身
の
道
徳
観
が
表
明
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
脂
肪
の

塊
』
で
は
「
彼
女
は
、
こ
の
恥
知
ら
ず
の
気
の
や
つ
ら
の
軽
蔑
の
中
に
つ
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つ
ま
れ
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
た
。
は
じ
め
、
彼
女
を
犠
牲
に
供
し
、
そ

れ
か
ら
あ
と
で
、
き
た
な
い
不
用
の
品
物
の
よ
う
に
投
げ
捨
て
た
や
つ

ら
」

と
い
う
被
害
者
の
心
理
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
赤
い
く

(28)

じ
』
で
は
、
「
な
ぜ
、
い
っ
た
い
ど
う
し
た
と
い
う
の
か
。
彼
女
た
ち
は

何
も
し
な
か
っ
た
の
だ
。
た
だ
訳
を
知
ら
ず
、
く
じ
が
あ
た
っ
た
こ
と
だ

け
で
、
彼
女
た
ち
の
肉
体
の
上
に
不
貞
な
特
別
な
汚
斑
が
つ
い
た
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
」
と
語
り
手
が
被
害
者
に
代
わ
っ
て
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。

清
張
の
語
り
手
は
加
害
者
の
心
理
を
緻
密
に
描
写
し
、
被
害
者
の
心
理
は

省
略
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
作
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
直
接
に
判
断
・

評
価
を
下
す
。
そ
れ
を
通
し
て
語
り
手
は
、
法
廷
に
お
け
る
「
司
法
官
の

職
務
」
を
務
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

語
り
手
は
物
語
世
界
外
で
出
来
事
の
是
非
を
判
断
す
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
時
に
作
中
人
物
の
内
面
に
絡
み
合
っ
て
し
ま
う
。
評
価
文
Ｋ
は
そ
の

典
型
で
あ
る
。
文
の
前
半
「
彼
女
を
要
せ
ず
と
も
、
誰
で
も
ア
メ
リ
カ
兵

を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
し
」
は
明
ら
か
に
、
塚
西
夫
人
が
慰
安
婦

候
補
に
な
っ
た
時
の
、
末
森
と
楠
田
の
心
理
で
あ
る
か
ら
、
語
り
手
は
二

人
の
内
面
に
潜
ん
で
描
い
て
い
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
後
半
の
文
、
「
そ

れ
に
よ
っ
て
日
本
将
校
は
ア
メ
リ
カ
軍
に
点
数
を
か
せ
ぐ
計
算
に
間
違
い

は
な
い
」
と
い
う
記
述
は
二
人
の
軍
人
の
心
理
だ
け
で
は
で
は
な
く
、
物

語
内
容
か
ら
独
立
し
た
第
三
者

―
語
り
手

―
の
論
評
に
も
な
っ
て
い

る
。
こ
の
書
き
方
の
如
何
は
さ
て
お
き
、
主
人
公
の
内
面
に
語
り
手
の
発

言
（
コ
メ
ン
ト
）
が
混
入
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
は
、
語
り
手
の
強
烈

な
倫
理
的
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
勿
論
、
そ
れ
は
作
者
自
身
に
よ
る
倫
理
的

意
識
で
も
あ
る
。

語
り
手
は
高
級
軍
人
に
対
し
て
道
徳
的
な
批
判
を
行
う
だ
け
で
な
く
、

評
価
文
Ｌ
に
お
い
て
、
被
害
者
で
あ
る
く
じ
引
き
で
選
出
さ
れ
た
婦
人
た

ち
に
悲
哀
と
同
情
を
寄
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
意
し
た
い
の
は
、
Ｌ
の

評
価
内
容
に
は
作
者
松
本
清
張
の
後
年
ま
で
続
い
て
い
っ
た
創
作
理
念
が

内
包
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

二
十
名
の
そ
の
婦
人
こ
そ
皆
か
ら
感
謝
さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
っ
た
。

も
し
、
事
実
、
彼
女
た
ち
に
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
と
仮
定
し
た
ら
、

身
を
も
っ
て
数
百
の
同
胞
婦
女
子
の
災
難
を
救
っ
た
こ
と
に
な
る
の

だ
っ
た
。（
三
二
八
頁
）

「
二
十
名
の
そ
の
婦
人
こ
そ
皆
か
ら
感
謝
さ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
っ
た
」

と
語
り
手
が
判
断
す
る
の
は
、婦
人
た
ち
が
ほ
か
の
婦
女
子
を
救
う
た
め
、

慰
安
婦
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
た
め
で
あ
る
（
た
と
え
く
じ

引
き
で
、
婦
人
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
う
ち
に
「
婦
女
子
を
救
う
」
と
い
う
目
的
が
強
制

さ
れ
た
と
し
て
も
）
。
語
り
手
の
評
価
は
行
為
の
結
果
（
犠
牲
行
為
に
よ
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
兵
か
ら
同
胞
を
救
っ
た
か
ど
う
か
）
で
は
な
く
、
行
為
の
目
的
（
「
婦
女

子
を
救
う
」
）
に
基
づ
い
て
い
る
。
目
的
と
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
動
機
に

等
価
す
る
か
、
包
括
す
る
。
あ
る
い
は
、
動
機
か
ら
転
じ
ら
れ
る
。
語
り

手
の
論
評
に
は
、（
婦
人
た
ち
が
慰
安
婦
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
で
は
な
く
）

高
級
軍
人
の
損
人
利
己
主
義
的
な
動
機
へ
の
批
判
も
内
在
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
二
人
が
塚
西
夫
人
に
実
質
的
な
罪
を
犯
さ
な
い
ま
ま
に
、
死
ん
で

し
ま
う
と
い
う
結
末
か
ら
推
測
で
き
る
。
清
張
が
後
年
に
描
く
高
級
官
僚

の
暗
黒
面
も
、
動
機
を
重
視
す
る
所
謂
社
会
派
小
説
の
テ
ー
マ
や
手
法
も
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『
赤
い
く
じ
』
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
清

張
の
創
作
理
念
は
初
期
の
段
階
か
ら
、
語
り
手
の
介
入
に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
。

『
赤
い
く
じ
』
の
語
り
手
は
陳
述
や
評
価
な
ど
を
物
語
に
挿
入
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
司
法
官
的
職
務
」
を
務
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
の

物
語
の
進
行
中
に
随
所
に
介
入
し
て
、
裁
判
を
下
す
語
り
手
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
物
語
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
、
読
ま
れ
る
。
そ
れ
で
、
読
者
に
と
っ

て
、
『
赤
い
く
じ
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
超
越
し
た
語
り
手
は
信
頼
で
き

る
語
り
手
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
は
自
覚
の
な
い
ま
ま
、
語
り
手
と

同
じ
位
相
（
審
判
す
る
立
場
）
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
語
り

手
に
提
示
さ
れ
た
（
読
者
に
構
築
さ
れ
る
）
塚
西
夫
人
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ

（
出
征
軍
人
の
妻
）
と
末
森
と
楠
田
に
構
築
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
（
女
神
、
未
亡

人
、
娼
婦
）
と
の
対
立
が
顕
著
に
な
り
、
末
森
と
楠
田
の
意
識
に
よ
る
塚

西
夫
人
の
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
、
脱
構
築
と
の
逆
転
が
お
か
し
く
て
不
条
理

に
読
め
る
。

清
張
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
西
郷
札
』
の
冒
頭
に
は
、
第
一
人
称
の
語
り
手

〈
私
〉
が
登
場
し
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
骨
幹
と
な
る
部
分
（
第
二

章
か
ら
第
十
一
章
ま
で
）
で
は
「
覚
書
」
を
転
記
す
る
形
を
と
り
、
語
り
手

が
第
三
人
称
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
「
私
の
書
き
方
で
不
便
」
で
あ
り
、

第
三
人
称
に
転
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
看
過
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
第
三
人
称
に
よ
る
転
記
の
部
分
で
の
、
作
品
全
体
の
語

り
手
〈
私
〉
の
介
入
で
あ
る
。
小
森
陽
一
が
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
『
西
郷
札
』
の
地
の
文
の
特
徴
は
「
雄
吾
の
『
第
一
人
称
』
を
『
第

三
人
称
』
に
『
改
め
』
た
『
書
き
方
』
を
意
識
的
に
選
び
取
っ
た
『
私
』

と
い
う
書
く
主
体
が
、
繰
り
返
し
自
分
の
存
在
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
」
(29)

あ
る
。
語
り
手
の
介
入
（
＝
「
自
分
の
存
在
を
主
張
す
る
」
行
為
）
は
〈
私
〉
を

「
司
法
官
の
職
務
」
に
押
し
上
げ
、
道
徳
裁
判
を
下
す
こ
と
を
可
能
に
す

る
。
故
に
、
「
覚
書
」
は
三
人
称
に
転
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
「
一
人
称
語
り
→
三
人
称
転
記
」
へ
の
変
換
は
メ
リ
ッ

ト
を
獲
得
し
て
い
る
と
同
時
に
、
デ
メ
リ
ッ
ト
も
伴
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
は
、
本
稿
紙
幅
の
制
限
で
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

『
或
る
「
小
倉
日
記
」
伝
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
際
に
、
坂
口
安
吾

は
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、
「
静
寂
で
感
傷
的
だ
け
れ
ど
も
」
、
「
殺
人
犯
人

を
も
追
跡
し
う
る
自
在
な
力
が
あ
」
る
と
評
価
し
て
い
る
。
清
張
後
年
の

作
品
群
を
考
え
れ
ば
、
坂
口
の
評
価
は
鋭
い
と
言
う
ほ
か
な
い
。
し
か
し
、

事
件
の
真
相
を
追
求
し
、
判
断
す
る
「
司
法
官
」
に
相
当
す
る
語
り
手
の

様
々
な
介
入
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
殺
人
犯
」
を
「
追
跡
」
す
る
文
章
の

「
力
」
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
し
た
い
。
清
張
の
初
期
か
ら
の
こ
の

語
り
の
特
徴
は
後
年
の
推
理
小
説
の
創
作
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
清
張
が
後
年
推
理
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
進
ん

で
行
く
の
は
、
作
家
出
発
当
初
か
ら
の
素
質
の
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
語
り
の
位
相
か
ら
言
え
ば
、
清
張
は
推
理
小
説
に
入
る

必
然
性
が
あ
り
、
し
か
も
、
推
理
小
説
の
分
野
に
入
る
前
後
で
変
わ
る
こ

と
の
な
い
、
作
品
の
表
現
主
体
と
し
て
の
連
続
性
が
窺
え
る
。

六
、
結
び

清
張
小
説
の
特
徴
を
ま
と
め
る
際
に
、
し
ば
し
ば
「
冷
静
」
と
い
う
用
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語
が
使
わ
れ
る
。
仲
正
昌
樹
は
、
「
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
い
て
い
る
自

分
の
分
身
に
対
し
て
冷
静
に
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
見

つ
め
」
、
「
現
実
を
、
社
会
的
欲
望
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
の
サ
ガ
と
し

て
冷
静
に
描
写
す
る
立
場
に
徹
す
る
」

こ
と
が
清
張
文
学
の
特
徴
で
あ

(30)

る
と
述
べ
て
い
る
。
仲
正
は
そ
の
「
冷
静
」
さ
や
「
距
離
感
」
が
何
に
由

来
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
他
で
も
な

く
、
清
張
の
文
章
表
現
力
、
具
体
的
に
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
語
り
手
の

姿
勢
に
由
来
す
る
と
い
え
る
。

清
張
の
初
期
小
説
に
お
け
る
語
り
手
は
、
物
語
の
進
行
か
ら
超
越
す
る

姿
勢
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
頻
繁
に
介
入
す
る
。
そ
の
仕
組
み
は
語
り
手
を

ス
ト
ー
リ
ー
そ
の
も
の
と
は
関
わ
り
の
な
い
立
場
、
あ
る
い
は
遠
い
未
来

の
立
場
に
立
た
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
を
（
物

語
世
界
外
で
）
ス
ト
ー
リ
ー
全
体
と
断
絶
し
た
位
置
に
あ
る
よ
う
に
読
者
に

見
せ
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
清
張
は
そ
の
よ
う
な
〈
超
越
的
な
語

り
手
〉
の
姿
勢
を
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
手
は
作

者
で
は
な
い
が
、
無
限
に
作
者
に
接
近
し
て
い
る
存
在
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
読
者
に
対
し
て
語
り
手
は
傍
観
的
な
姿
勢
で
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
り
、

事
実
を
分
析
し
、
評
価
を
下
す
。
一
方
、
読
者
も
自
覚
せ
ず
に
語
り
手
と

同
一
の
立
場
に
立
た
さ
れ
、
あ
た
か
も
ス
ト
ー
リ
ー
を
客
観
的
に
見
て
い

る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
読
者
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
錯
覚
が
あ
る
た
め
、

ス
ト
ー
リ
ー
は
虚
構
の
枠
を
脱
出
し
、
真
実
の
仮
面
を
獲
得
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
が
清
張
文
学
の
い
わ
ゆ
る
「
虚
構
的
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
由

来
で
あ
ろ
う
。
清
張
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
決
し
て
そ
の
内
容
構
成
に
の
み
由

来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
上
記
の
よ
う
な
語
り
手
の
姿
勢
を
は
じ
め
、
文

章
の
表
現
力
・
構
成
力
も
貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
小
説
の
成
功
・

不
成
功
は
、
虚
構
的
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
そ
れ
自
体
の
内
に
求
め
ら
れ
る

べ
き
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
清
張
は
〈
語
り
手
の
位
置
〉
を
操
る
こ
と

(31)

に
よ
っ
て
「
虚
構
的
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
達
成
し
、
小
説
と
し
て
の

成
功
を
納
め
た
の
で
あ
る
。

清
張
は
エ
ッ
セ
イ
「
私
の
黒
い
霧
」
の
中
で
、
チ
ェ
ス
タ
ー
ト
ン
を
愛

読
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
「
筋
」
だ
け

で
な
く
、
「
最
初
に
長
々
と
述
べ
ら
れ
る
饒
舌
の
面
白
さ
は
十
分
再
読
、

三
読
す
る
」

か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
最
初
に
長
々
と
述
べ
」
る

(32)

の
は
語
り
手
の
饒
舌
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
清
張
が
〈
語
り
手
の
位
置
〉

に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
「
文
章
を
乾
い
た
も

の
に
し
た
ほ
う
が
か
え
っ
て
効
果
が
出
て
く
る
」

と
い
う
考
え
も
持
つ

(33)

た
め
、
素
朴
な
文
章
で
あ
る
と
同
時
に
、
饒
舌
で
は
な
い
語
り
手
の
介
入

姿
勢
を
初
期
小
説
に
登
場
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

辻
井
喬
に
よ
れ
ば
、
橋
本
治
は
清
張
と
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

松
本
清
張
は
、
現
実
の
事
件
を
題
材
に
し
て
『
真
実
は
こ
う
だ
』
と

展
開
す
る
作
家
で
あ
る
。
三
島
由
紀
夫
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
。

現
実
の
事
件
を
逆
立
さ
せ
て
、
完
全
に
『
自
分
の
世
界
』
を
幻
出
さ

せ
て
し
ま
う
作
家
で
あ
る
。
(34)

清
張
自
身
も
三
島
と
の
違
い
に
つ
い
て
似
た
よ
う
な
発
言
を
し
て
い

る
。
し
か
し
、
「
材
料
を
按
配
す
る
方
法
」
の
違
い
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ー
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リ
ー
展
開
は
、
語
り
方
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
が
異
な
っ
て
く
る
。
清
張
の

「
真
実
は
こ
う
だ
」
と
展
開
す
る
径
路
に
お
い
て
は
、
上
記
の
よ
う
な
〈
語

り
手
の
介
入
〉
は
見
逃
せ
な
い
。
小
説
は
「
根
も
葉
も
あ
る
嘘
八
百
」
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
〈
清
張
の
語
り
手
〉
は
虚
構
と
し
て
の
小
説
の
「
根
」

と
「
葉
」
を
形
づ
く
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
語
り
手
の
位
置
付
け
を
考
え
る
と
、
清
張
に
多
大
な
影
響
を
与
え

た
『
小
説
研
究
十
六
講
』
に
お
け
る
「
視
点
」
に
関
す
る
記
述
が
浮
上
す

る
。
清
張
が
ど
れ
程
こ
の
本
か
ら
小
説
を
書
く
技
巧
を
学
ん
だ
か
知
る
由

は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
語
り
手
の
介
入
姿
勢
は
「
法
廷
的
配
置
」

に
お
け
る
「
司
法
官
の
職
務
」
に
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
。

清
張
は
語
り
手
の
介
入
を
以
て
、
木
村
の
掲
げ
た
疑
問
を
解
決
し
、
探
偵

小
説
の
枠
を
出
ら
れ
な
い
「
法
廷
的
配
置
」
を
一
般
小
説
ま
で
広
げ
た
。

そ
の
作
家
出
発
当
初
か
ら
の
語
り
の
方
法
は
後
年
推
理
小
説
の
分
野
に
入

る
の
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
性
（
必

然
性
）
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

【
注
記
】

辻
井
喬
『
私
の
松
本
清
張
論

―
タ
ブ
ー
に
挑
ん
だ
国
民
作
家
』、
新
日
本
出
版
社
、

1
二
〇
一
〇
年
十
一
月
、
一
三
一
頁
。

李
徳
純
、
池
上
貞
子
訳
「
推
理
小
説
の
新
し
い
紀
元
（
第
１
回
）

―
松
本
清
張
論
・

2
中
国
的
視
点
」『
松
本
清
張
研
究
』（
創
刊
号
）、
砂
書
房
、
一
九
九
六
年
九
月
。

平
野
謙
「
推
理
小
説
の
文
学
化
」
『
別
冊

小
説
新
潮
』、
新
潮
社
、
一
九
六
一
年
十

3
月
。藤

井
淑
禎
は
こ
の
著
作
の
中
で
、
昭
和
三
十
年
代
の
高
度
成
長
期
と
い
う
社
会
が
大

4

き
く
変
容
し
た
時
代
を
背
景
に
、
清
張
の
ミ
ス
テ
リ
ー
を
考
察
し
た
。

松
本
清
張
「
あ
の
こ
ろ
の
こ
と
」
『
新
潮
日
本
文
学

・
松
本
清
張
集
』
月
報
、
新

5

50

潮
社
、
一
九
七
〇
年
三
月
。

岡
崎
和
夫
「
松
本
清
張
・
初
期
の
文
体
」
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
六
〇
（
二
）
、

6
至
文
堂
、
一
九
九
五
年
二
月

三
好
行
雄
・
松
本
清
張
対
談
「
社
会
派
推
理
小
説
へ
の
道
程
」『
国
文
学

解
釈
と
鑑

7
賞
』
四
三
（
六
）、
至
文
堂
、
一
九
七
八
年
六
月
。

松
本
清
張
「
実
感
的
人
生
論
」
『
松
本
清
張
全
集
』
三
四
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七

8
四
年
二
月
、
二
二
五
頁
。

松
本
清
張
「
一
冊
の
本
」『
朝
日
新
聞
』、
一
九
六
〇
年
十
一
月
二
日
。

9

木
村
毅
『
小
説
研
究
十
六
講
』、
新
潮
社
、
一
九
二
五
年
一
月
、
一
三
六
頁
。

10

前
掲
注

に
同
じ
、
一
四
一
頁
。

11

10

松
本
清
張
「
推
理
小
説
の
発
想
」
『
随
筆

黒
い
手
帖
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
一

12
年
九
月
、
九
三
頁
。

郷
原
宏
「
二
つ
の
海
」
『
松
本
清
張
研
究
』
（
三
）
、
砂
書
房
、
一
九
九
七
年
八
月
。

13

前
掲
注

に
同
じ
、
二
九
頁
。

14

1

郷
原
宏
「〈
原
風
景
〉
の
成
立
」『
松
本
清
張
研
究
』（
創
刊
号
）、
砂
書
房
、
一
九
九

15
六
年
九
月
。

松
本
清
張
「
私
の
小
説
作
法
」
『
松
本
清
張
全
集
』
三
四
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七

16
四
年
二
月
、
四
四
六
頁
。

岩
下
武
彦
・
小
森
陽
一
ほ
か
「
〈
座
談
会
〉
文
学
に
お
け
る
虚
構
と
は
何
か
」『
日
本

17
文
学
』
三
四
（
九
）、
一
九
八
五
年
九
月
。

表
に
ま
と
め
た
作
品
の
本
文
は
、
す
べ
て
『
松
本
清
張
全
集
』
三
五
巻
（
文
藝
春
秋
、

18
一
九
七
二
年
七
月
）
に
よ
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
制
限
も
あ
る
た
め
、
別
稿
に
譲
る
。

19

前
掲
注

に
同
じ
、
一
一
九
頁
。

20

10

例
え
ば
、『
く
る
ま
宿
』
に
、
主
人
公
の
身
辺
に
一
連
の
事
件
を
設
定
す
る
際
、「
だ

21
が
、
二
度
あ
る
こ
と
は
三
度
あ
る
の
諺
が
こ
こ
に
も
い
き
て
い
た
」
と
語
り
手
が
陳

述
を
挿
入
す
る
こ
と
が
、
偶
然
な
繋
が
り
が
も
た
ら
し
た
不
自
然
さ
を
補
い
、
ス
ト

ー
リ
ー
前
後
の
因
果
関
係
の
説
明
に
も
な
る
。

前
掲
注

に
同
じ
、
二
八
六
頁
。

22

10

前
掲
注

に
同
じ
、
二
八
五
頁
。

23

10

久
保
田
裕
子
「
引
揚
げ
の
記
憶
を
表
象
／
隠
蔽
す
る
こ
と

―
松
本
清
張
『
赤
い
く

24
じ
』
論
」
『
松
本
清
張
研
究
』（
十
七
）、
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
二
〇
一
六

年
三
月
。

ジ
ョ
ル
ダ
ン
・
サ
ン
ド
著
、
天
内
大
樹
訳
『
帝
国
日
本
の
生
活
空
間
』、
岩
波
書
店
、

25
二
〇
一
七
年
四
月
、
四
頁
。

前
掲
注

に
同
じ
、
一
二
三
頁
。

26

10

勿
論
、『
脂
肪
の
塊
』
に
は
、
作
者
の
コ
メ
ン
ト
が
無
い
わ
け
で
も
な
い
。
例
え
ば
、

27
馬
車
の
乗
客
で
あ
る
六
人
は
「
収
入
が
あ
り
、
安
穏
幸
福
で
権
力
を
擁
す
る
社
会
、

宗
教
を
も
ち
堅
固
な
道
徳
心
を
も
つ
押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
ま
っ
と
う
な
人
々
の
側

を
代
表
し
て
い
た
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
は
六
人
の
後
の
心
な
い
行
為
と
対
照
に
な
っ

て
い
る
。

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
作
、
杉
捷
夫
訳
『
脂
肪
の
塊
』「
モ
ー
パ
ッ
サ
ン

世
界
文
学
大
系
」

28
四
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
五
八
年
九
月
、
三
二
七
頁
。

小
森
陽
一
「
松
本
清
張
の
作
家
と
し
て
の
出
発

―
初
期
作
品
の
可
能
性
の
射
程
」

29
『
松
本
清
張
研
究
』（
十
四
）
、
北
九
州
市
立
松
本
清
張
記
念
館
、
二
〇
一
三
年
三
月
。

仲
正
昌
樹
「
松
本
清
張
と
三
島
由
紀
夫
」
『
松
本
清
張
研
究
』
（
四
）
、
砂
書
房
、
一

30
九
九
八
年
四
月
。

小
泉
浩
一
郎
「
清
張
と
鴎
外
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
序
説
」『
松
本
清
張
研
究
』（
創
刊
号
）
、

31
砂
書
房
、
一
九
九
六
年
九
月
。

松
本
清
張
「
私
の
黒
い
霧
」
『
松
本
清
張
全
集
』
三
四
巻
、
文
藝
春
秋
、
一
九
七
四

32
年
二
月
、
四
三
二
頁
。

前
掲
注

に
同
じ
、
四
三
三
頁
。

33

32

前
掲
注

に
同
じ
、
九
一
頁
。

34

1

【
付
記
】

本
論
文
は
、
中
国
国
家
留
学
基
金
管
理
委
員
会
の
助
成
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
地
球
社
会
統
合
科
学
府
博
士
後
期
課
程
二
年
、
中
国
・
江
蘇
大
学
外

国
語
学
院
講
師
）


