




構
想
の
技
巧
的
様
式





5

厳
密
な
る
意
味
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
の
最
初
の
長
篇
小
説
と

も
い
う
べ
き
﹃
虞
美
人
草
﹄
は
︑
そ
の
発
端
が
甲
野
及
び
宗
近
と

い
う
二
人
の
青
年
の
比
叡
登
山
を
以
て
初
ま
っ
て
い
る
︒
こ
の
発

端
の
面
白
味
は
︑勿
論
四
囲
の
風
物
を
叙
す
る
絢
爛
な
る
文
彩
と
︑

二
人
の
人
物
間
に
交
換
さ
れ
る
瓢
逸
な
る
対
話
と
の
点
に
あ
る

が
︑
こ
の
対
話
は
表
面
上
極
め
て
駘
蕩
た
る
形
式
を
以
て
繰
返
さ

た
い
と
う

れ
て
い
な
が
ら
︑
そ
の
裏
面
に
は
﹃
虞
美
人
草
﹄
全
篇
の
構
想
を

司
配
す
る
︑
極
め
て
隠
微
な
︑
且
つ
︑
極
め
て
繊
細
な
契
機
が
蔵
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匿
さ
れ
て
い
る
︒

︱
敏
感
な
る
読
者
は
︑
そ
の
第
一
回
の
終
り

の
一
節
に
至
っ
て
︑
必
ず
次
ぎ
の
ご
と
き
対
話
に
着
目
す
る
に
相

違
な
い
︒

﹁
あ
の
煙
る
様
な
島
は
何
だ
ろ
う
﹂

け
ぶ

﹁
あ
の
島
か
︑
い
や
に
縹
渺
と
し
て
い
る
ね
︒
大
方
竹
生

ひ
よ
う
び
よ
う

島
だ
ろ
う
﹂

﹁
本
当
か
い
﹂

﹁
な
あ
に
︑
好
い
加
減
さ
︒
雅
号
な
ん
ざ
︑
ど
う
だ
っ
て
︑
質も

の

さ
え
慥
か
な
ら
構
わ
な
い
主
義
だ
﹂

た
し
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﹁
そ
ん
な
慥
か
な
も
の
が
世
の
中
に
あ
る
も
の
か
︒
だ
か
ら

雅
号
が
必
要
な
ん
だ
﹂

﹁
人
間
万
事
夢
の
如
し
か
︒
や
れ
や
れ
﹂

﹁
只
死
と
云
う
事
丈
が
真
だ
よ
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

﹁
い
や
だ
ぜ
﹂

﹁
死
に
突
き
当
ら
な
く
っ
ち
ゃ
︑
人
間
の
浮
気
は
中
々
已
ま

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
も
の
だ
﹂

、
、
、
、
、

﹁
已
ま
な
く
て
も
好
い
か
ら
︑
突
き
当
る
の
は
真
平
御
免
だ
﹂

﹁
御
免
だ
っ
て
今
に
来
る
︒
来
た
時
に
あ
あ
そ
う
か
と
思
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

当
る
ん
だ
ね
﹂

、
、
、
、
、
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﹁
誰
が
﹂

﹁
小
刀
細
工
の
好
き
な
人
間
が
さ
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
こ
ま
で
読
み
来
っ
た
読
者
は
︑
不
図
あ
る
種
の
警
戒
を
受
け

る
と
と
も
に
︑
ま
た
︑
自
家
の
脳
裏
に
印
象
す
る
﹁
死
﹂
と
い
う

文
字
と
︑﹁
小
刀
細
工
の
好
き
な
人
間
﹂
と
い
う
文
句
と
を
見
出

す
︒
読
者
は
こ
の
何
と
な
き
印
象
を
脳
裏
に
秘
し
て
︑
さ
ら
に
第

二
回
に
移
っ
て
行
く
と
︑
そ
こ
に
は
小
野
と
︑
藤
尾
と
の
舞
台
が

描
き
出
さ
れ
て
い
て
︑
そ
の
二
人
の
対
話
か
ら
二
人
の
間
に
於
け

る
一
種
の
関
係
と
︑
藤
尾
と
甲
野
と
が
兄
妹
の
間
柄
で
あ
る
と
い
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う
事
実
と
︑
ま
た
︑
小
野
と
京
都
と
の
間
に
深
い
因
縁
が
あ
る
と

い
う
事
実
と
が
分
り
︑
さ
ら
に
藤
尾
の
母
が
二
人
の
間
に
加
わ
る

こ
と
に
依
っ
て
︑
甲
野
の
京
都
行
き
が
藤
尾
の
母
の
﹁
小
刀
細
工
﹂

に
因
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
る
︒
以
上
の
経
過
に
依
っ
て
︑

京
都
と
東
京
と
の
間
に
跨
る
二
つ
の
事
件
に
あ
る
種
の
因
果
を
見

出
し
え
た
読
者
は
︑
再
び
終
り
の
一
節
に
至
っ
て
︑
突
然
三
人
の

、
、
、
、
、

間
に
点
出
さ
れ
た
﹁
石
榴
石
の
飾
り
を
持
っ
た
時
計
﹂
に
依
り
︑

ガ
ー
ネ
ツ
ト

既
得
の
印
象
に
加
う
べ
く
さ
ら
に
新
し
い
印
象
を
以
て
す
る
︒
こ

の
新
し
い
印
象
を
以
て
第
三
回
に
移
っ
て
行
く
と
︑
そ
こ
に
は
京

都
の
宿
屋
に
於
け
る
甲
野
と
宗
近
と
の
動
静
が
描
か
れ
て
い
て
︑
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そ
の
二
人
の
対
話
か
ら
︑
偶
々
琴
を
弾
ず
る
女
の
あ
る
こ
と
を
知

た
ま
た
ま

り
︑
且
つ
︑
甲
野
と
甲
野
の
母
親
と
の
関
係
を
も
知
る
こ
と
が
出

来
る
︒
そ
し
て
次
ぎ
の
よ
う
な
対
話
に
逢
着
す
る
︒

﹁
そ
の
袖
無
は
手
製
か
﹂

ち
や
ん
ち
や
ん

﹁
う
ん
︑
皮
は
支
那
に
行
っ
た
友
人
か
ら
貰
っ
た
ん
だ
が
ね
︑

表
は
糸
公
が
著
け
て
呉
れ
た
﹂

﹁
本
物
だ
︒
旨
い
も
ん
だ
︒
お
糸
さ
ん
は
藤
尾
な
ん
ぞ
と
違

っ
て
実
際
的
に
出
来
て
い
る
か
ら
い
い
﹂

﹁
い
い
か
︒
ふ
ん
︒
彼
奴
が
嫁
に
行
く
と
少
々
困
る
ね
﹂

、
、
、

あ
い
つ
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﹁
い
い
嫁
の
口
は
な
い
か
い
﹂

﹁
嫁
の
口
か
﹂
と
宗
近
君
は
一
寸
甲
野
さ
ん
を
見
た
が
︑
気

、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

の
乗
ら
な
い
調
子
で
﹁
無
い
事
も
な
い
が
⁝
⁝
﹂
と
だ
ら
り

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

と
言
葉
の
尾
を
垂
れ
た
︒

、
、
、
、
、
、
、
、
、

甲
野
さ
ん
は
問
題
を
転
じ
た
︒

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
の
対
話
を
読
ん
で
行
く
と
︑
宗
近
の
妹
の
糸
子
と
甲
野
と
の

間
に
︑
読
者
は
ま
た
何
等
か
の
意
味
あ
る
暗
示
を
見
出
し
た
よ
う

な
気
持
ち
が
す
る
︒
し
か
も
三
度
終
り
の
一
節
に
行
く
と
︑
読
者

、
、
、
、
、

は
さ
ら
に
興
味
あ
る
一
聯
の
対
話
を
見
出
す
︒
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﹁
例
の
時
計
は
ど
う
し
た
ろ
う
﹂

﹁
そ
う
そ
う
︒
倫
敦
で
買
っ
た
自
慢
の
時
計
か
︒
あ
れ
は
多

ロ
ン
ド
ン

分
来
る
だ
ろ
う
︒
子
供
の
時
か
ら
藤
尾
の
玩
具
に
な
っ
た
時

お
も
ち
や

計
だ
︒
あ
れ
を
持
つ
と
中
々
離
さ
な
か
っ
た
も
ん
だ
︒
あ
の

な
か
な
か

鏈
に
著
い
て
い
る
石
榴
石
が
気
に
入
っ
て
ね
﹂

く
さ
り

ガ
ー
ネ
ツ
ト

﹁
考
え
る
と
古
い
時
計
だ
ね
﹂

﹁
そ
う
だ
ろ
う
︒
阿
爺
が
始
め
て
洋
行
し
た
時
に
買
っ
た
ん

お
や
じ

だ
か
ら
﹂

﹁
あ
れ
を
叔
父
さ
ん
の
形
見
に
僕
に
く
れ
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
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﹁
僕
も
そ
う
思
っ
て
居
た
﹂

﹁
叔
父
さ
ん
が
今
度
洋
行
す
る
と
き
ね
︑
帰
っ
た
ら
卒
業
祝

に
あ
れ
を
御
前
に
や
ろ
う
と
約
束
し
て
行
っ
た
ん
だ
よ
﹂

﹁
僕
も
覚
え
て
い
る
︒

︱
こ
と
に
よ
る
と
今
頃
は
藤
尾
が

取
っ
て
又
玩
具
に
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
⁝
⁝
﹂

﹁
藤
尾
さ
ん
と
あ
の
時
計
は
到
底
離
せ
な
い
か
︒
ハ
ハ
ハ
ハ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

な
に
構
わ
な
い
︒
夫
で
も
貰
お
う
﹂

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

甲
野
さ
ん
は
︑
だ
ま
っ
て
宗
近
君
の
眉
の
間
を
︑
長
い
事

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

見
て
い
た
︒
御
昼
の
膳
の
上
に
は
宗
近
君
の
予
言
通
り
鱧
が

、
、
、
、

は
も

出
た
︒
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茲
ま
で
読
ん
で
来
る
と
︑
好
奇
心
に
充
ち
た
読
者
の
頭
は
︑
尠

こ
こ

す
く
な

く
と
も
次
ぎ
の
ご
と
き
四
つ
の
事
実
に
依
っ
て
司
配
せ
ら
れ
る
︒

そ
れ
は
第
二
回
と
第
二
回
と
に
依
っ
て
暗
示
さ
れ
た
小
野
と
藤
尾

と
の
関
係
に
対
す
る
宗
近
と
藤
尾
と
の
関
係
︑
ま
た
︑
同
じ
く
第

二
回
と
第
三
回
と
に
依
っ
て
暗
示
さ
れ
た
小
野
と
小
夜
子
︵
琴
を

弾
く
女
︶
と
の
関
係
︑
ま
た
︑
第
三
回
に
依
っ
て
暗
示
さ
れ
た
甲

野
と
糸
子
と
の
関
係
︑
さ
ら
に
ま
た
︑
数
回
の
後
に
至
っ
て
加
わ

る
甲
野
と
小
夜
子
と
の
関
係
︵
尤
も
︑
こ
の
関
係
は
最
後
ま
で
表
面

に
現
れ
て
は
来
な
い
が
︶
で
あ
る
︒

︱
全
篇
の
半
ば
に
至
る
ま
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で
の
﹃
虞
美
人
草
﹄
が
有
す
る
興
味
の
焦
点
は
︑
主
と
し
て
こ
れ

ら
の
複
雑
な
る
関
係
が
如
何
に
そ
の
真
相
を
露
呈
し
て
来
る
か
と

い
う
点
に
存
し
て
い
る
︒
併
し
︑
こ
れ
ら
の
複
雑
な
る
関
係
が
す

べ
て
そ
の
真
相
を
露
呈
し
て
来
る
と
と
も
に
︑
そ
の
点
に
対
す
る

読
者
の
興
味
は
一
変
し
て
︑
再
び
こ
れ
ら
の
複
雑
な
る
関
係
が
如

何
に
発
展
し
て
行
く
か
と
い
う
点
に
移
り
︑
最
後
に
於
け
る
カ
タ

ス
ト
ロ
フ
ィ
︑
即
ち
藤
尾
の
﹁
死
﹂
と
い
う
事
件
ま
で
継
続
す
る
︒

そ
し
て
結
末
に
於
け
る
甲
野
の
日
記
に
接
し
︑﹁
悲
劇
は
遂
に
来

た
﹂︑﹁
悲
劇
は
喜
劇
よ
り
偉
大
で
あ
る
﹂︑﹁
生
か
死
か
︒
是
が

悲
劇
で
あ
る
﹂
と
い
う
一
節
に
至
っ
て
︑
読
者
は
漸
く
冒
頭
に
於
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け
る
甲
野
と
宗
近
と
の
対
話
を
想
起
し
︑
初
め
て
﹁
成
る
程
﹂
と

合
点
す
る
の
で
あ
る
︒

以
上
﹃
虞
美
人
草
﹄
に
現
れ
て
い
る
構
想
上
の
技
巧
的
特
徴
を

検
覈
す
る
と
︑
概
ね
次
ぎ
の
ご
と
き
事
実
を
発
見
す
る
︒

け
ん
か
く一

︑
全
篇
の
中
心
的
興
味
が
︑
初
め
は
﹁
事
実
関
係
の
解
明
﹂

と
い
う
こ
と
に
存
し
︑
後
に
は
﹁
事
実
関
係
の
発
展
﹂
と
い
う
こ

と
に
存
し
て
い
る
こ
と
︒

二
︑
漱
石
先
生
の
所
謂
﹁
興
味
の
統
一
﹂
が
︑
能
う
限
り
心
理

あ
た

の
因
果
に
依
っ
て
推
移
す
る
点
に
基
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
︒
即

ち
︑﹁
興
味
の
有
機
的
統
一
﹂
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
︒
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三
︑
毎
回
の
終
り
に
︑
読
者
の
好
奇
心
を
し
て
必
ず
次
回
の
発

展
を
期
待
せ
し
め
る
に
足
る
だ
け
の
︑
何
等
か
の
意
味
に
於
け
る

暗
示
が
提
供
さ
れ
て
い
る
傾
向
の
強
い
こ
と
︒

四
︑
事
件
の
開
展
が
︑
初
め
は
比
較
的
緩
漫
に
進
行
し
て
い
る

が
︑
終
り
は
急
転
直
下
に
決
着
す
る
こ
と
︒

五
︑
内
容
の
組
立
が
頗
る
緊
密
で
あ
っ
て
︑
そ
の
一
部
を
切
り

離
し
て
も
︑
直
ち
に
全
体
の
上
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
︒

﹃
虞
美
人
草
﹄
が
漱
石
先
生
の
初
期
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
こ
と

は
︑
勿
論
︑
茲
に
更
め
て
云
う
ま
で
も
な
い
︒
併
し
︑
こ
の
一

あ
ら
た

巻
の
構
想
の
上
に
現
れ
て
い
る
如
上
の
技
巧
的
特
徴
は
︑
爾
後
の



18

諸
作
を
通
じ
て
終
始
一
貫
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
︑
最
後

の
大
作
﹃
明
暗
﹄
に
至
っ
て
は
︑
特
に
︑
そ
う
し
た
傾
向
の
著
し

い
の
を
発
見
す
る
︒

︱
以
下
順
序
を
追
っ
て
︑
聊
か
こ
の
問

い
さ
さ

題
に
触
れ
て
見
よ
う
︒

全
篇
の
中
心
的
興
味
が
︑
初
め
は
﹁
事
実
関
係
の
解
明
﹂
と
い

う
こ
と
に
存
し
︑
後
に
は
﹁
事
実
関
係
の
発
展
﹂
と
い
う
こ
と
に

存
し
て
い
る
と
い
う
第
一
の
特
徴
は
︑そ
の
最
も
著
し
い
例
を﹃
そ

れ
か
ら
﹄︑﹃
心
﹄︑﹃
明
暗
﹄
の
諸
篇
に
於
い
て
発
見
す
る
こ
と

が
出
来
る
︒
具
体
的
に
云
う
と
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
に
あ
っ
て
は
第

一
回
の
終
り
に
暗
示
さ
れ
た
女
と
代
助
と
の
関
係
が
前
者
の
興
味
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を
︑
ま
た
︑
こ
の
二
人
の
関
係
が
如
何
に
発
展
し
て
行
く
か
と
い

う
こ
と
が
後
者
の
興
味
を
代
表
し
︑﹃
心
﹄
に
あ
っ
て
は
第
四
回

の
終
り
に
暗
示
さ
れ
た
先
生
と
雑
司
ヶ
谷
の
墓
と
の
関
係
が
前
者

の
興
味
を
︑
ま
た
︑
こ
の
先
生
の
運
命
が
如
何
に
変
転
し
て
行
く

か
と
い
う
こ
と
が
後
者
の
興
味
を
代
表
し
︑﹃
明
暗
﹄
に
あ
っ
て

は
第
二
回
の
終
り
に
暗
示
さ
れ
た
津
田
と
﹁
彼
の
女
﹂
と
の
関
係

が
前
者
の
興
味
を
︑
ま
た
︑
こ
の
津
田
が
果
し
て
如
何
な
る
羽
目

に
陥
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
が
後
者
の
興
味
を
代
表
し
て
い

る
︒
独
り
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒﹁
事
実
関
係
の
発
展
﹂
が
比

較
的
に
閑
却
さ
れ
︑
単
に
﹁
事
実
関
係
の
解
明
﹂
が
色
濃
く
描
か
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れ
て
い
る
点
に
於
い
て
は
︑﹃
門
﹄︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄︑﹃
道
草
﹄
の

諸
篇
の
ご
と
き
も
︑
ま
た
︑
当
然
同
一
範
躊
の
下
に
掩
括
さ
る
べ

き
も
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
は
﹁
興
味
の
有
機
的
統
一
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑

こ
れ
に
就
い
て
︑
先
生
は
嘗
て
次
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い

ら
れ
る
︒﹃
文
学
評
論
﹄
六
百
八
十
三
頁
か
ら
六
百
八
十
五
頁
に

亘
る
叙
述
が
そ
れ
で
あ
る
︒

凡
て
の
作
物
に
就
い
て
云
う
話
で
あ
る
が
︑
比
較
的
長
い

物
を
書
い
て
短
く
読
ま
せ
る
工
夫
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
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う
︒
其
中
で
︑
筋
の
組
立
が
引
緊
ま
っ
て
全
篇
に
無
駄
が
な

い
と
い
う
こ
と
が
大
分
此
問
題
に
関
係
し
て
い
る
様
に
思
わ

れ
る
︒︵
中
略
︶
小
説
も
其
通
り
で
︑
幾
ら
長
く
と
も
各
部

が
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
役
目
を
有
っ
て
い
る
以
上
は
︑
読
ん
で

尤
も
だ
と
思
う
︒
長
い
に
は
相
違
な
い
が
︑
長
い
か
ら
と
云

っ
て
何
処
を
切
り
離
そ
う
に
も
切
り
取
る
処
が
な
い
︒
無
理

に
切
り
離
せ
ば
不
具
に
な
る
︒
片
輪
の
小
説
に
な
る
︒
一
人

前
の
小
説
で
あ
る
為
に
は
︑
長
く
共
是
非
こ
れ
丈
は
書
か
ね

ば
な
ら
ぬ
と
思
う
︒
そ
こ
で
そ
う
い
う
小
説
は
ど
ん
な
性
質

を
帯
び
て
居
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
見
る
と
︑
つ
ま
り
は
組
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立
論
を
や
ら
な
け
れ
ば
始
末
が
付
か
な
く
な
る
︒︵
中
略
︶

そ
れ
で
は
そ
う
い
う
組
立
は
ど
ん
な
組
立
か
説
明
し
て
見
ろ

と
な
る
︒
私
は
そ
れ
を
こ
う
説
明
す
る
︒
或
一
つ
の
筋
の
縦

に
貫
い
て
居
る
も
の
︵
あ
る
場
合
に
は
横
に
行
き
渡
っ
て
い
る

も
の
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
︶
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
︒
何
と

な
れ
ば
そ
の
筋
が
あ
ら
ゆ
る
編
章
を
セ
メ
ン
ト
で
堅
め
て
動

か
ぬ
様
に
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
他
の
言
葉
で
云
え
ば
興
味
の

統
一
︵unity

of
interest

︶
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
︒
然
し

唯
一
つ
の
興
味
が
一
貫
す
る
丈
で
は
統
一
を
与
え
る
と
い
う

計
り
で
︑そ
れ
以
上
に
刺
激
性
の
興
味
と
云
う
も
の
が
無
い
︒

ば
か
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統
一
は
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
死
ん
だ
統
一
で
あ
る
︒
器
械
的

義
理
一
遍
の
統
一
で
あ
る
︒
何
故
と
説
明
す
る
が
も
の
は
な

い
︒
統
一
に
自
由
が
無
い
か
ら
で
あ
る
︒
兵
隊
の
挙
止
運
動

に
統
一
が
あ
る
如
く
統
一
に
は
相
違
が
な
い
が
︑
外
か
ら
威

圧
的
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
統
一
で
あ
る
︒
型
に
這
入
っ
た
統

一
で
あ
る
︒
作
家
が
あ
ら
か
じ
め
筋
を
作
っ
て
︑
作
中
の
人

物
を
其
筋
に
合
う
様
に
働
か
せ
る
か
ら
統
一
が
出
来
た
と
い

う
迄
で
︑
作
中
の
人
物
の
方
で
は
︑
こ
の
統
一
を
無
理
に
も

維
持
す
る
為
に
作
者
か
ら
強
い
ら
れ
て
い
る
︒
読
ん
で
窮
屈

で
あ
る
︒
生
気
が
な
い
︒
だ
か
ら
此
弊
を
免
れ
る
為
に
は
︑
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是
非
共
篇
中
の
人
物
の
方
が
自
由
意
思
に
従
っ
て
︑
自
分
が

纏
っ
た
筋
を
構
成
す
る
よ
う
に
働
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

ま
とな

い
︒
そ
う
す
る
と
其
小
説
の
統
一
は
作
者
の
作
っ
た
統
一

で
な
く
な
っ
て
︑
篇
中
人
物
の
作
っ
た
統
一
に
な
る
︒
だ
か

ら
有
機
的
に
な
る
︒
形
式
を
脱
し
て
生
気
を
帯
び
て
来
る
︒

統
一
が
心
理
上
の
必
要
に
な
っ
て
来
る
︒

こ
の
一
文
の
意
味
を
予
め
自
家
の
商
量
に
蓄
え
て
置
い
て
︑
さ

ら
に
﹃
虞
美
人
草
﹄
一
巻
の
特
徴
を
仔
細
に
検
覈
し
て
見
る
と
︑

け
ん
か
く

作
者
が
そ
の
﹁
興
味
の
統
一
﹂
を
出
来
る
だ
け
有
機
的
た
ら
し
め
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ん
が
た
め
に
︑
篇
中
の
人
物
を
ど
れ
だ
け
細
心
な
用
意
の
下
に
動

か
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
︑
極
め
て
は
っ
き
り
と
読
者
の
頭

、
、
、
、

に
映
っ
て
来
る
︒
一
々
具
体
的
な
事
実
を
列
挙
し
て
説
明
す
る
の

繁
は
省
く
が
︑
殊
に
︑
そ
う
し
た
特
徴
が
著
し
く
現
れ
て
い
る
作

品
は
︑﹃
三
四
郎
﹄︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄︑﹃
行
人
﹄︑﹃
明

暗
﹄
な
ど
の
諸
篇
で
あ
っ
て
︑
各
個
の
性
格
的
発
展
が
︑
す
べ
て

そ
の
必
然
な
る
心
理
に
依
っ
て
統
整
せ
ら
れ
て
い
る
点
に
至
っ
て

は
︑
慥
か
に
驚
く
べ
き
熟
練
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
作
品

の
内
容
が
観
念
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
甚
し
く
﹁
拵
え
も
の
﹂
ら
し

い
感
じ
が
漲
っ
て
は
い
る
が
︑
作
品
の
形
式
そ
の
も
の
が
与
え
る
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純
技
巧
的
の
印
象
に
は
︑
必
ず
し
も
作
為
の
著
し
い
痕
跡
が
見
出

さ
れ
な
い
︒
例
え
ば
﹃
明
暗
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
就
い
て
見
て
も
︑

あ
の
作
品
の
構
想
全
体
が
非
常
に
綿
密
周
到
な
る
用
意
の
下
に
組

立
て
ら
れ
︑
一
寸
一
分
の
抜
き
差
し
を
も
許
さ
れ
な
い
構
造
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
る
事
実
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
い
て
尠
し

す
こ

も
不
自
然
だ
と
い
う
感
じ
が
し
な
い
︒
否
︑
不
自
然
で
な
い
と
い

う
よ
り
も
︑
寧
ろ
自
然
に
近
い
と
い
う
方
が
適
当
な
ほ
ど
︑
事
件

か
ら
事
件
へ
の
推
移
な
り
︑
場
面
か
ら
場
面
へ
の
変
遷
な
り
が
整

う
て
い
る
︒

︱
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
ご
と
き
作
品
に
至
っ
て
は
︑

特
に
そ
う
し
た
長
所
が
著
し
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
思
う
︒
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構
想
上
の
技
巧
的
形
式
に
存
す
る
第
三
の
特
徴
は
︑
毎
回
の
終

り
に
︑
読
者
の
好
奇
心
を
し
て
必
ず
次
回
の
発
展
を
期
待
せ
し
め

る
に
足
る
だ
け
の
︑
何
等
か
の
意
味
に
於
け
る
暗
示
が
提
供
さ
れ

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
自
分
が
今
更
ら
し
く
悉
し

く
わ

い
説
明
を
す
る
ま
で
も
な
く
︑﹃
虞
美
人
草
﹄
の
構
造
を
実
証
的

に
攻
究
し
た
と
こ
ろ
に
於
い
て
も
︑
既
に
所
謂
終
り
の
一
節
な
る

、
、
、
、
、

も
の
に
就
い
て
特
記
し
て
置
い
た
よ
う
に
︑
極
め
て
読
者
の
注
意

を
惹
き
易
い
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
が
︑そ
う
し
た
特
徴
は
独
り﹃
虞

美
人
草
﹄
に
限
ら
ず
︑
爾
後
の
諸
作
︑
殊
に
最
近
の
も
の
に
於
い

て
甚
し
い
︒
自
分
は
そ
の
一
例
と
し
て
︑
茲
に
﹃
心
﹄
を
取
り
上
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げ
て
見
よ
う
︒

﹃
心
﹄
の
冒
頭
を
領
す
る
一
回
は
︑
そ
の
最
後
に
於
い
て
突
然

﹁
先
生
﹂
な
る
も
の
を
点
出
し
来
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
先
生
﹂
の

正
体
が
果
し
て
何
で
あ
る
か
と
い
う
興
味
を
持
っ
て
第
二
回
に
移

る
と
︑
そ
の
第
二
回
の
終
り
に
於
い
て
︑
読
者
は
さ
ら
に
﹁
先
生
﹂

に
対
す
る
興
味
を
加
重
さ
れ
︑
同
じ
興
味
を
抱
い
て
第
三
回
を
経

過
し
︑
第
四
回
に
至
っ
て
先
生
の
正
体
が
稍
明
瞭
に
な
っ
て
来
る

や
や

と
︑
そ
こ
に
ま
た
ま
た
突
如
と
し
て
﹁
雑
司
ケ
谷
の
墓
地
﹂
な
る

も
の
が
現
れ
︑
第
五
回
の
終
り
に
至
る
と
︑
さ
ら
に
次
ぎ
の
よ
う

な
対
話
に
出
会
す
の
で
あ
る
︒
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﹁
先
生
の
御
宅
の
墓
地
は
あ
す
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
﹂
と
私

が
又
口
を
利
き
出
し
た
︒

﹁
い
い
え
﹂

﹁
何
方
の
御
墓
が
あ
る
ん
で
す
か
︒

︱
御
親
類
の
御
墓
で

ど
な
た

す
か
﹂

﹁
い
い
え
﹂

先
生
は
是
以
外
に
何
も
答
え
な
か
っ
た
︒
私
も
そ
の
話
し

こ
れ

は
そ
れ
ぎ
り
に
し
て
切
り
上
げ
た
︒
す
る
と
一
町
程
歩
い
た

ほ
ど

後
で
︑
先
生
が
不
意
に
其
処
へ
戻
っ
て
来
た
︒
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﹁
あ
す
こ
に
は
私
の
友
達
の
墓
が
あ
る
ん
で
す
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

﹁
御
友
達
の
御
墓
へ
毎
月
御
参
り
を
な
さ
る
ん
で
す
か
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

﹁
そ
う
で
す
﹂

、
、
、
、

先
生
は
其
日
是
以
外
を
語
ら
な
か
っ
た
︒

茲
ま
で
読
ん
で
来
た
読
者
は
︑﹁
雑
司
ケ
谷
の
墓
の
主
た
る
友

達
﹂
と
﹁
先
生
﹂
と
の
関
係
に
就
い
て
︑
勢
い
あ
る
種
の
興
味
を

挑
発
さ
れ
る
︒
そ
う
し
て
第
六
回
に
移
っ
て
行
く
と
︑
そ
の
終
り

に
至
っ
て
︑
読
者
は
ま
た
ま
た
次
ぎ
の
よ
う
な
一
節
に
逢
会
す
る

の
で
あ
る
︒
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﹁
私
は
﹂
と
先
生
が
云
っ
た
︒﹁
私
は
あ
な
た
に
話
す
こ
と

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
出
来
な
い
或
理
由
が
あ
っ
て
︑
他
と
一
緒
に
あ
す
こ
へ
墓

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

参
り
に
は
行
き
た
く
な
い
の
で
す
︒
自
分
の
妻
さ
え
ま
だ
伴

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
て
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
﹂

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

回
一
回
進
む
に
つ
れ
て
︑興
味
は
ま
す
ま
す
加
重
さ
れ
て
行
く
︒

︱
大
体
の
形
式
が
︑
先
ず
こ
う
い
う
風
で
あ
っ
て
︑
読
者
の
興

味
を
次
回
の
成
行
に
注
が
せ
︑
断
え
ず
次
ぎ
か
ら
次
ぎ
へ
と
生
面

な
り
ゆ
き

せ
い
め
ん

を
新
し
う
し
て
行
く
点
は
︑
わ
が
国
の
作
家
の
作
品
中
︑
殆
ん
ど
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漱
石
先
生
の
そ
れ
に
匹
敵
し
う
る
も
の
あ
る
を
知
ら
な
い
︒併
し
︑

構
想
の
技
巧
的
形
式
の
上
に
︑
先
生
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
組
立

法
を
採
用
さ
れ
た
所
以
は
︑
先
生
の
作
品
の
す
べ
て
が
︑
皆
日
刊

新
聞
紙
上
に
掲
載
さ
れ
て
︑
そ
の
日
そ
の
日
の
読
み
物
と
い
う
役

目
を
努
め
た
か
ら
で
あ
っ
て
︑
先
生
の
構
想
に
対
す
る
本
来
の
嗜

好
が
そ
う
し
た
点
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
ば
か
り
は
云
い
え
ら
れ
な

い
︒
何
故
な
れ
ば
︑﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
入
社
以
前
に
属
す
る
先

生
の
作
品
は
︑
勿
論
︑
そ
の
材
料
の
性
質
に
も
因
る
で
は
あ
ろ
う

が
︑
興
味
の
発
展
の
上
に
概
ね
無
関
心
な
態
度
が
現
れ
て
い
て
︑

す
べ
て
の
組
立
が
極
め
て
自
然
に
進
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
思
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う
に
︑﹃
野
分
﹄
の
ご
と
き
は
そ
の
好
適
な
る
一
例
で
あ
ろ
う
︒

構
想
上
の
技
巧
的
形
式
に
存
す
る
第
四
の
特
徴
︑
即
ち
初
め
は

比
較
的
緩
漫
に
進
行
し
て
い
る
事
件
の
開
展
が
︑
後
に
至
る
と
急

転
直
下
に
決
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑﹃
虞
美
人
草
﹄︑﹃
そ
れ
か

ら
﹄
な
ど
の
作
品
に
於
い
て
特
に
著
し
く
眼
を
惹
く
事
実
で
あ
る

が
︑
そ
の
他
の
諸
作
に
於
い
て
は
︑
し
か
く
鮮
明
な
る
特
徴
を
形

作
っ
て
は
い
な
い
︒
併
し
︑
先
生
の
作
品
に
こ
の
特
徴
あ
る
が
ゆ

え
に
︑
自
分
は
先
生
を
以
て
卓
れ
た
戯
曲
家
的
才
能
を
有
す
る
人

す
ぐ

と
見
︑
且
つ
︑
先
生
の
あ
る
種
類
の
作
品
を
以
て
︑
著
し
く
戯
曲

的
特
色
を
有
す
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
先
生
の
生
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前
︑
自
分
は
屢
々
先
生
に
慫
慂
す
る
に
筆
を
戯
曲
の
方
面
に
染

し
ば
し
ば

し
よ
う
よ
う

め
ら
れ
ん
こ
と
を
以
て
し
た
が
︑
如
何
な
る
理
由
に
因
る
の
か
︑

先
生
は
遂
に
自
分
の
期
待
に
副
わ
れ
な
か
っ
た
︒

︱
こ
の
一
事

を
以
て
︑自
分
は
今
で
も
か
な
り
遺
憾
な
こ
と
に
思
っ
て
い
る︵
先

生
の
戯
曲
的
方
面
の
才
能
に
就
い
て
は
︑
既
に
﹃
虞
美
人
草
﹄
を
論
ず

る
時
に
も
云
っ
て
置
い
た
し
︑
ま
た
︑
今
後
そ
の
対
話
を
論
ず
る
と
き

に
も
︑
さ
ら
に
今
一
度
言
及
す
る
考
え
で
あ
る
︶︒

最
後
に
︑
内
容
の
組
立
が
頗
る
緊
密
で
あ
っ
て
︑
そ
の
一
部
を

切
り
離
し
て
も
︑
直
ち
に
全
体
の
上
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
第

五
の
特
徴
に
就
い
て
説
明
す
る
に
当
り
︑自
分
は
先
生
が
嘗
て﹃
カ
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ラ
マ
ゾ
フ
兄
弟
﹄
を
読
ま
れ
た
時
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
技
巧

に
就
い
て
云
わ
れ
た
言
葉
を
想
起
し
た
い
︒
そ
の
言
葉
の
内
容
は

今
適
確
に
記
憶
し
て
は
い
な
い
が
︑
大
体
次
ぎ
の
よ
う
な
意
味
で

あ
っ
た
と
思
う
︒

普
通
の
人
間
と
い
う
も
の
は
︑
幾
何
学
に
於
け
る
平
面
の

作
図
を
す
ら
は
っ
き
り
と
頭
の
裡
に
描
き
出
す
こ
と
は
出
来

、
、
、
、

な
い
も
の
で
あ
る
が
︑﹃
カ
ラ
マ
ゾ
フ
兄
弟
﹄
を
読
ん
で
見

る
と
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
男
は
︑
平
面
の
作
図
は

愚
か
︑
立
体
の
作
図
で
も
は
っ
き
り
と
頭
の
裡
に
描
き
出
す

、
、
、
、
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こ
と
の
出
来
る
人
間
で
あ
る
︒
何
故
な
れ
ば
︑
そ
の
小
説
の

中
に
眼
間
狂
お
し
く
継
起
し
て
来
る
事
件
と
事
件
と
の
関
係

が
︑
恰
も
二
枚
の
鋸
の
歯
を
喰
い
合
せ
た
よ
う
に
︑
寸
分

あ
た
か

の
隙
間
も
な
く
組
立
て
ら
れ
て
い
て
︑
そ
こ
に
は
聊
か
の

い
さ
さ

罅
隙
も
な
け
れ
ば
︑
ま
た
︑
聊
か
の
遺
漏
も
な
い
か
ら
で
あ

か
げ
き

る
︒

こ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
対
す
る
先
生
の
批
評
を
読
ん
で
︑

直
ち
に
先
生
自
身
の
作
品
た
る
﹃
虞
美
人
草
﹄
や
﹃
明
暗
﹄
に
接

す
る
と
︑
自
分
は
そ
れ
が
寧
ろ
先
生
自
身
に
対
す
る
批
評
で
は
な
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か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
︒
実
際
︑
あ
る
種
類
の
作
品
に
於
け
る
構

造
の
緊
密
に
し
て
︑
且
つ
︑
複
雑
な
る
こ
と
︵
尤
も
︑
す
べ
て
の

作
品
が
そ
う
だ
と
云
う
の
で
は
な
い
が
︶
に
着
眼
す
る
と
︑
こ
の
方

面
に
於
け
る
先
生
の
技
倆
は
︑
慥
か
に
抜
群
と
云
っ
て
い
い
︒﹃
虞

美
人
草
﹄
の
結
末
も
甘
い
に
は
相
違
な
い
が
︑
殊
に
卓
れ
て
甘
い

と
思
う
の
は
﹃
明
暗
﹄
で
あ
る
︒﹃
明
暗
﹄
を
読
む
と
︑
場
面
の

組
合
せ
や
人
物
の
出
し
入
れ
が
徹
頭
徹
尾
ド
ラ
マ
チ
カ
ル
で
あ
っ

て
︑
瞬
々
に
遷
転
し
て
行
く
眼
先
き
の
変
化
が
︑
断
え
ず
読
者
の

感
興
を
逓
加
す
る
︒
自
分
が
﹃
明
暗
﹄
を
評
し
て
︑
既
に
ド
ス
ト

て
い
か

エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
云
っ
た
の
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は
︑
全
く
こ
の
点
に
対
す
る
両
者
の
近
似
に
思
い
至
っ
た
か
ら
で

あ
る
︒

技
巧
家
と
し
て
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ロ
シ
ア
の
文
壇
を
闊

歩
す
る
意
味
に
於
い
て
は
︑
技
巧
家
と
し
て
の
漱
石
先
生
も
慥
か

に
わ
が
文
壇
を
闊
歩
し
う
る
に
相
違
な
い
︒
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