




第
三
章

リ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代

︵﹃
彼
岸
過
迄
﹄
︱
﹃
明
暗
﹄︶
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茲
に
更
め
て
云
う
ま
で
も
な
く
︑
漱
石
先
生
の
修
善
寺
に
於

こ
こ

あ
ら
た

け
る
大
患
は
︑
恰
度
﹃
門
﹄︵
明
治
四
十
三
年
発
表
︶
と
︑﹃
門
﹄

ち
よ
う
ど

の
次
ぎ
に
発
表
さ
れ
た
﹃
彼
岸
過
迄
﹄︵
明
治
四
十
五
年
発
表
︶
と

の
中
間
時
期
︑
即
ち
︑
明
治
四
十
三
年
の
中
頃
か
ら
明
治
四
十
四

年
の
初
頭
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
先
生
の
全
生
涯
に
於
け
る

最
も
重
大
な
経
験
と
し
て
認
む
べ
き
こ
の
大
患
が
︑
そ
の
後
に

し
た
た

於
け
る
先
生
の
芸
術
的
生
活
に
果
し
て
ど
れ
だ
け
の
影
響
を
持
っ

た
か
︒
そ
れ
は
自
分
の
軽
々
に
臆
断
す
る
を
容
さ
れ
な
い
こ
と
で
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あ
る
が
︑
併
し
︑
自
分
一
個
の
見
地
か
ら
す
る
と
︑
こ
の
大
患
は

尠
く
と
も
先
生
の
眼
を
人
間
の
﹁
心
霊
﹂
若
し
く
は
人
間
の
﹁
精

す
く
な

神
﹂
に
向
っ
て
放
た
し
め
︑
そ
こ
に
見
え
ざ
る
も
の
︑
形
な
き
も

の
の
本
体
を
摑
み
︑
そ
の
本
体
の
恐
る
べ
き
力
が
如
何
に
人
間
を

動
か
し
︑
如
何
に
人
間
を
操
縦
っ
て
行
く
か
︑
そ
の
不
可
思
議
な

る
真
相
を
見
究
め
よ
う
と
す
る
新
し
い

︱
否
︑
新
し
い
と
い
う

よ
り
も
寧
ろ
先
生
本
来
の
傾
向
を
押
し
進
め
て
行
っ
た
に
相
違
な

い
︒
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
こ
れ
ま
で
事
物
観
照
の
態
度
に
於

い
て
の
み
確
立
の
域
に
達
し
て
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
が
︑
そ
の
後
は

対
人
生
の
根
本
的
態
度
に
於
い
て
完
成
の
境
地
ま
で
徹
底
し
よ
う
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と
す
る
傾
向
︑
即
ち
︑
平
面
的
に
の
み
押
拡
げ
ら
れ
て
い
た
リ
ア

リ
ズ
ム
が
︑さ
ら
に
立
体
的
に
切
り
下
げ
ら
れ
よ
う
と
す
る
点
に
︑

自
分
は
こ
の
大
患
が
必
ず
や
何
物
か
を
先
生
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
︒
自
分
は
こ
の
明

瞭
な
る
証
左
を
求
め
て
︑
先
ず
大
患
後
最
初
の
製
作
た
る
﹃
彼
岸

過
迄
﹄
の
裡
に
発
見
す
る
︒
先
生
が
真
当
の
意
味
で
︑
リ
ア
リ
ズ

ム
の
芸
術
家
と
し
て
現
れ
た
る
は
恐
ら
く
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
以
後
の

こ
と
で
あ
ろ
う
︒
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﹃
彼
岸
過
迄
﹄

﹁
個
々
の
短
篇
を
重
ね
た
末
に
︑
其
の
個
々
の
短
篇
が
相
合
し
て

一
長
篇
を
構
成
す
る
よ
う
に
仕
組
ん
だ
ら
︑
新
聞
小
説
と
し
て
存

外
面
白
く
読
ま
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
先
生
の
意
見
を

具
象
し
て
︑
こ
の
意
図
の
下
に
初
め
て
生
れ
た
の
が
﹃
彼
岸
過
迄
﹄

で
あ
る
︒﹃
彼
岸
過
迄
﹄
は
﹃
風
呂
の
後
﹄
以
下
﹃
結
末
﹄
に
至

る
ま
で
︑
長
短
約
七
篇
の
短
篇
小
説
を
集
め
︑
こ
れ
を
一
箇
の
長

篇
小
説
と
し
て
︑
綜
合
的
に
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
︒
形
式
上
︑

各
箇
の
短
篇
が
有
す
る
内
容
の
す
べ
て
は
︑
皆
大
学
を
出
た
て
の
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一
青
年
田
川
敬
太
郎
の
﹁
人
生
智
﹂
を
盛
る
最
初
の
世
間
的
経
験

と
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
が
︑
田
川
敬
太
郎
は
必
ず
し
も
本
篇
の

主
人
公
で
は
な
い
︒

最
初
の
短
篇
﹃
風
呂
の
後
﹄
と
︑
第
二
の
短
篇
﹃
停
留
所
﹄
と

に
は
︑
共
に
先
生
の
前
期
に
於
け
る
芸
術
的
境
地
︑
即
ち
︑
所
謂

低
徊
趣
味
な
り
非
人
情
趣
味
な
り
の
匂
い
が
出
て
い
る
と
こ
ろ
に

か
な
り
の
興
味
は
あ
る
が
︑
併
し
︑
自
分
を
し
て
忌
憚
な
く
云
わ

し
め
る
と
︑
何
れ
も
大
し
た
価
値
あ
る
も
の
で
は
な
い
︒
殊
に
︑

後
者
に
至
っ
て
は
寧
ろ
一
種
の
遊
戯
と
見
る
べ
く
︑
読
者
の
好
奇

心
を
挑
発
す
る
以
外
に
何
等
の
意
味
も
な
い
と
思
う
︒
こ
れ
に
較
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べ
る
と
︑
田
口
と
い
う
実
業
家
や
自
ら
高
等
遊
民
を
以
て
任
ず
る

松
本
な
ど
の
出
て
来
る
﹃
報
告
﹄
や
︑
松
本
の
娘
宵
子
の
死
を
描

い
た
﹃
雨
の
降
る
日
﹄
な
ど
と
い
う
短
篇
は
︑
皆
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
に
於
い
て
面
白
い
︒
併
し
︑
前
者
の
面
白
味
は
主
と
し
て
田
口

や
松
本
の
人
生
観
の
上
に
存
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
︑
後
者
の

面
白
味
は
単
に
﹁
美
し
い
も
の
が
美
し
く
死
ん
で
美
し
く
葬
ら
れ

る
﹂
憐
れ
さ
の
中
に
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
松
本
の
そ
の
愛
児
の
死

に
対
す
る
心
持
︑
そ
の
心
持
を
通
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
先
生
自
身

の
心
持
︵
宵
子
の
死
は
︑
先
生
の
愛
児
雛
子
さ
ん
の
死
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
云
っ
た
通
り
で
あ
る
︒
森
鷗
外
先
生
の
短
篇
に
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﹃
金
比
羅
﹄
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
同
じ
く
愛
児
の
死
が
描
い
て
あ
る

が
︑
こ
の
二
作
を
比
較
す
る
と
︑
自
ら
両
先
生
の
特
性
が
窺
わ
れ
て
面

白
い
︶
の
上
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
全
く
二
重
な
意
味
で
感
興
を

惹
く
の
で
あ
る
︒

上
述
の
四
篇
を
除
外
す
る
と
︑
後
に
﹃
須
永
の
話
﹄︑﹃
松
本

の
話
﹄︑﹃
結
末
﹄
の
三
篇
が
残
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
最
後
の
﹃
結

末
﹄
は
字
義
通
に
結
末
で
あ
っ
て
︑
全
篇
の
結
構
を
整
え
る
上
に

リ
テ
ラ
リ
ー

必
要
こ
そ
あ
れ
︑
そ
れ
自
身
の
裡
に
は
大
し
た
意
味
を
含
ん
だ
も

の
で
は
な
い
か
ら
︑
茲
で
は
態
と
言
い
及
ば
ぬ
こ
と
に
す
る
︒
こ

わ
ざ

う
云
っ
て
終
う
と
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
価
値
的
焦
点
は
自
然
﹃
須

し
ま
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永
の
話
﹄
と
﹃
松
本
の
話
﹄
と
の
二
篇
に
落
ち
て
行
く
わ
け
で
あ

る
が
︑
事
実
は
実
際
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
︑
こ
の
二
篇
を
外
に
す

る
と
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
芸
術
的
価
値
は
︑
決
し
て
し
か
く
重
大

な
も
の
で
は
な
い
︒

﹃
須
永
の
話
﹄
は
︑
須
永
市
蔵
と
い
う
青
年
が
︑
そ
の
従
妹
に
当

す
な
が

る
千
代
子
と
い
う
女
と
の
関
係
に
就
い
て
︑
悉
し
い
経
緯
を
敬
太

く
わ

郎
に
告
白
す
る
形
式
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
一
篇
に
於
い
て
︑

先
生
は
初
め
て
深
刻
な
る
心
理
解
剖
家
と
し
て
現
れ
︑
人
性
の
奥

深
く
潜
在
す
る
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
就
き
︑
極
め
て
微
細
な
︑

極
め
て
精
緻
な
洞
察
を
加
え
て
い
ら
れ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
作
品
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が
著
し
く
特
色
を
発
揮
す
る
の
は
︑
鎌
倉
な
る
田
口
の
別
荘
に
於

け
る
須
永
と
高
木
と
の
邂
逅
以
後
に
属
し
て
い
る
が
︑
須
永
が
明

確
に
愛
を
意
識
し
て
も
い
ず
︑
猶
お
更
ら
細
君
に
し
よ
う
と
い
う

意
思
を
も
持
っ
て
い
な
い
に
関
ら
ず
︑
千
代
子
と
高
木
と
の
接
近

を
嫉
妬
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
気
持
は
︑
そ
の
潜
在
意
識
と
し
て
存

す
る
相
互
の
愛
と
︑
そ
の
愛
を
反
撥
し
て
動
く
主
我
心
と
の
細
緻

エ
ゴ
イ
ズ
ム

な
心
理
の
解
剖
に
依
り
︑
殆
ん
ど
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
を
思
い
出
さ
せ

る
よ
う
な
巧
み
を
以
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒﹁
僕
は
普
通
の
人

間
で
あ
り
た
い
と
い
う
希
望
を
有
っ
て
い
る
か
ら
︑
嫉
妬
心
の
な

い
の
を
自
慢
に
し
た
く
も
何
と
も
な
い
け
れ
ど
も
︑
今
話
し
た
様
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な
訳
で
︑
眼
の
当
り
に
此
高
木
と
い
う
男
を
見
る
迄
は
︑
そ
う
い

う
名
の
付
く
感
情
に
強
く
心
を
奪
わ
れ
た
試
が
な
か
っ
た
の
で

た
め
し

あ
る
︒
僕
は
其
時
高
木
か
ら
受
け
た
名
状
し
難
い
不
快
を
明
か
に

覚
え
て
い
る
︒
そ
う
し
て
自
分
の
所
有
で
も
な
い
︑
又
所
有
に
す

る
気
も
な
い
千
代
子
が
原
因
で
︑
此
嫉
妬
心
が
燃
え
出
し
た
の
だ

と
思
っ
た
時
︑
僕
は
何
う
し
て
も
僕
の
嫉
妬
心
を
抑
え
付
け
な
け

れ
ば
自
分
の
人
格
に
対
し
て
申
訳
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
た
︒
僕

は
存
在
の
権
利
を
失
っ
た
嫉
妬
心
を
抱
い
て
︑
誰
に
も
見
え
な
い

腹
の
中
で
苦
悶
し
始
め
た
﹂

︱
こ
う
い
う
執
念
深
い
︑
盲
動
的

な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
複
雑
な
心
理
は
︑
気
分
か
ら
気
分
へ
の
転
移
︑
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意
識
か
ら
意
識
へ
の
変
遷
を
追
縦
す
る
作
者
の
筆
に
よ
っ
て
︑
読

者
の
頭
に
は
っ
き
り
し
た
理
解
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
殊
に
︑
須

永
は
常
に
人
格
を
口
に
し
︑
自
尊
心
を
楯
に
取
る
男
で
あ
る
が
︑

そ
の
人
格
な
り
自
尊
心
な
り
が
︑
要
す
る
に
須
永
自
身
の
主
我
心

を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
正

当

理

由
た
る
に
過
ぎ
な
い
と
こ
ろ

ジ
ヤ
ス
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ヨ
ン

に
︑
作
者
た
る
漱
石
先
生
の
極
め
て
深
鋭
な
る
洞
察
力
を
見
る
の

で
あ
る
︒

須
永
の
性
格
は
︑﹃
松
本
の
話
﹄
に
至
っ
て
︑
初
め
て
明
瞭
な

る
説
明
を
え
た
︒
若
し
︑
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
ル
ー
テ
ィ
ン
を
創
造

し
︑
ゴ
ン
チ
ャ
ロ
フ
が
オ
ブ
ロ
モ
フ
を
創
造
し
た
と
い
う
言
葉
が
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容
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
先
生
は
明
か
に
須
永
を
創
造
し
た
︒
須
永
は

先
生
を
待
っ
て
初
め
て
生
れ
︑
先
生
の
筆
を
待
っ
て
初
め
て
描
か

れ
う
る
性
格
で
あ
っ
て
︑
先
生
の
描
い
た
多
く
の
性
格
中
︑
彼
の

ご
と
き
は
そ
の
最
も
眼
覚
ま
し
い
﹁
型
﹂
の
一
つ
で
あ
る
︒

松
本
は
云
う
︒﹁
市
蔵
と
い
う
男
は
世
の
中
と
接
触
す
る
度
に

内
へ
と
ぐ
ろ
を
捲
き
込
む
性
質
で
あ
る
︒
だ
か
ら
一
つ
刺
戟
を
受

た

ち

け
る
と
︑
其
刺
戟
が
夫
か
ら
夫
へ
と
廻
転
し
て
︑
段
々
と
深
く
細

そ
れ

か
く
心
の
奥
に
喰
い
込
ん
で
行
く
︒
そ
う
し
て
何
処
ま
で
喰
い
込

ん
で
行
っ
て
も
際
限
を
知
ら
な
い
同
じ
作
用
が
連
続
し
て
︑
彼
を

苦
し
め
る
︒
仕
舞
に
は
何
う
か
し
て
此
内
面
の
活
動
か
ら
逃
れ
た

ど
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い
と
祈
る
位
に
気
を
悩
ま
す
の
だ
け
れ
ど
も
︑
自
分
の
力
で
は
如

何
と
も
す
べ
か
ら
ざ
る
呪
い
の
如
く
に
引
張
ら
れ
て
行
く
︒
そ
う

し
て
何
時
か
此
努
力
の
為
に
斃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
た
っ
た

た
お

一
人
で
斃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
怖
れ
を
抱
く
よ
う
に
な

る
︒
そ
う
し
て
気
狂
の
よ
う
に
疲
れ
る
﹂

︱
こ
う
し
た
内
省
的

な
︑
退
嬰
的
な
傾
向
に
虐
げ
ら
れ
た
性
格
が
︑
そ
の
本
能
的
な
エ

ゴ
イ
ズ
ム
の
地
盤
に
立
ち
な
が
ら
︑
自
己
を
囲
饒
す
る
寰
境
の

い
に
よ
う

か
ん
き
よ
う

刺
戟
に
反
応
し
つ
つ
苦
悶
を
重
ね
て
行
く
の
は
近
代
人
の
フ
ェ
ー

タ
ル
な
特
質
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
こ
の
近
代
人
の
フ
ェ
ー
タ
ル
な

特
質
を
描
く
こ
と
に
於
い
て
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
は
驚
く
べ
き
成
功
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を
遂
げ
て
い
る
︒
殊
に
︑
自
分
が
面
白
く
感
ず
る
こ
と
は
︑
松
本

が
自
ら
告
白
し
て
︑﹁
僕
は
こ
う
い
う
市
蔵
を
仕
立
上
げ
た
責
任

者
だ
﹂
と
云
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

自
分
は
前
に
﹃
門
﹄
に
出
て
来
る
坂
井
を
評
し
て
︑﹁
そ
の
傍

観
者
的
︑
高
等
遊
民
的
態
度
が
︑
何
と
な
く
中
年
期
に
於
け
る
代

助
を
想
像
さ
せ
る
﹂
と
云
っ
た
が
︑﹃
門
﹄
の
坂
井
と
﹃
彼
岸
過

迄
﹄
の
松
本
と
を
比
較
す
る
と
︑
二
人
の
間
に
は
さ
ら
に
著
し
い

類
似
が
あ
る
︒
そ
の
松
本
の
生
活
態
度
乃
至
対
人
生
に
就
い
て
の

な
い
し

解
釈
が
︑
現
代
日
本
の
文
化
に
蕩
漾
し
つ
つ
あ
る
彼
自
身
に
と
っ

て
一
種
の
﹁
廻
避
﹂
で
あ
る
と
同
じ
意
味
で
︑
こ
れ
を
直
ち
に
須
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永
に
対
す
る
一
種
の
﹁
廻
避
﹂
と
し
て
適
用
し
た
︵
尤
も
そ
れ
は

失
敗
に
終
っ
た
と
は
云
う
が
︶
と
こ
ろ
に
︑
自
分
は
作
者
た
る
漱

石
先
生
の
暗
示
的
思
想
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
︒
何
故
な
れ
ば
︑

松
本
は
自
ら
高
等
遊
民
を
以
て
任
じ
︑﹁
現
代
日
本
の
開
化
の
影

響
を
受
け
る
吾
等
は
︑
上
滑
り
に
な
ら
な
け
れ
ば
必
ず
神
経
衰
弱

に
陥
る
﹂
と
云
う
あ
る
学
者
の
説
を
信
じ
て
い
る
男
で
あ
る
が
︑

嘗
て
上
述
の
ご
と
き
説
を
な
し
た
学
者
は
先
生
自
身
︵﹃
社
会
と

自
分
﹄
中
の
﹁
現
代
日
本
の
開
化
﹂
参
照
︶
で
あ
り
︑
且
つ
︑﹁
懐

手
を
し
て
世
間
を
狭
く
暮
し
た
い
﹂
と
云
っ
た
の
も
先
生
自
身
だ

か
ら
で
あ
る
︒

︱
代
助
の
抱
い
て
い
る
よ
う
な
思
想
が
︑
松
本
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の
抱
い
て
い
る
よ
う
な
思
想
に
発
展
し
て
行
く
径
路
に
就
い
て
の

考
察
︑
そ
れ
は
極
め
て
興
味
あ
る
題
目
に
は
相
違
な
い
が
︑
他
日

先
生
の
﹃
人
﹄
を
論
ず
る
時
に
詳
説
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

﹃
行

人
﹄

﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
ご
と
く
︑﹃
行
人
﹄
は
﹃
友
達
﹄
以
下
四
箇
の

短
篇
を
集
め
て
︑
一
つ
の
長
篇
小
説
を
構
成
し
て
い
る
︒
こ
の
試

み
は
猶
お
継
続
し
て
﹃
心
﹄
に
ま
で
及
ん
で
い
る
が
︑﹃
道
草
﹄

以
後
は
旧
き
に
帰
っ
て
︑
先
生
は
再
び
こ
う
し
た
形
式
を
選
ば
れ
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な
か
っ
た
︒
そ
れ
に
就
い
て
︑
先
生
自
身
に
果
し
て
ど
ん
な
思
惑

が
あ
っ
た
か
︑
若
く
は
︑
単
な
る
偶
然
で
あ
っ
た
か
︑
そ
れ
は
今

自
分
の
触
れ
て
見
た
い
と
思
う
こ
と
で
は
な
い
︒

そ
の
内
容
に
就
い
て
︑
若
く
は
︑
そ
の
形
式
に
就
い
て
︑
い
ろ

い
ろ
の
視
点
な
り
側
面
な
り
か
ら
自
分
は
﹃
行
人
﹄
に
対
す
る
か

な
り
複
雑
な
る
解
説
や
批
評
や
を
す
る
こ
と
は
出
来
る
が
︑
今
は

そ
の
全
部
を
棄
て
て
︑
単
に
﹃
行
人
﹄
の
有
す
る
一
角

︱
併
し
︑

そ
の
一
角
は
恐
ら
く
先
生
の
最
も
シ
リ
ア
ス
な
努
力
が
織
り
込
ま

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
想
像
せ
ら
れ
る
一
角
に
就
き
︑
極
め
て
大

雑
把
な
卑
見
を
開
陳
し
て
見
た
い
︒
実
際
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
と
か
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﹃
行
人
﹄
と
か
い
う
風
な
作
品
に
な
っ
て
来
る
と
︑
も
う
性
格
描

写
が
ど
う
の
︑
こ
れ
こ
れ
の
場
合
が
ど
う
の
と
い
う
よ
う
な
純
技

巧
的
方
面
の
批
評
を
繰
返
し
て
い
る
暇
は
無
く
︑
自
分
等
は
も
っ

と
突
込
ん
だ
︑
も
っ
と
突
き
詰
め
た
問
題
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
︑
そ

、
、
、
、
、
、

こ
に
芸
術
家
の
眼
が
如
何
に
働
き
︑
芸
術
家
の
心
が
如
何
に
動
い

て
い
る
か
を
見
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
先
生
の
よ
う
な

﹁
心
﹂
の
芸
術
家
の
精
神
を
生
か
す
上
に
於
い
て
︑
最
も
必
要
な
︑

且
つ
︑
最
も
重
大
な
任
務
だ
と
思
う
︒

﹃
彼
岸
過
迄
﹄
に
於
い
て
︑
あ
る
程
度
ま
で
切
り
下
げ
ら
れ
た
先

生
の
﹁
心
﹂
に
対
す
る
洞
察
は
︑﹃
行
人
﹄
に
至
っ
て
ま
す
ま
す
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鮮
か
な
色
を
示
し
て
来
た
︒
そ
こ
に
は
一
人
の
哲
学
者
が
描
か
れ

て
い
る
︒彼
は
恰
も
須
永
の
ご
と
く
内
省
的
な
︑事
物
の
本
体
を
聢し

っ
か
り
と
把
捉
し
な
け
れ
ば
承
知
出
来
な
い
男
で
あ
る
︒
こ
う
い

う
態
度
を
以
て
自
己
の
生
命
に
奉
仕
す
る
と
き
︑
そ
の
す
べ
て
が

到
底
闡
明
し
え
ら
れ
ざ
る
現
実
で
あ
り
︑
到
底
解
釈
し
え
ら
れ
ざ

せ
ん
め
い

る
人
生
で
あ
る
と
悟
っ
た
と
き
︑
彼
は
卒
然
と
し
て
懐
疑
の
ど
ん

底
に
堕
ち
て
終
う
︒
取
り
も
直
さ
ず
︑
彼
は
す
べ
て
の
﹁
所
有
感
﹂

か
ら
見
放
さ
れ
︑
す
べ
て
の
﹁
絶
対
感
﹂
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
︑

自
己
全
体
を
︑
擅
い
ま
ま
に
喰
い
込
む
孤
独
の
寂
し
さ
に
委
ね
︑

ほ
し

独
り
救
わ
れ
ざ
る
の
苦
悶
に
泣
く
の
で
あ
る
︒
︱
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
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の
須
永
は
︑
既
に
こ
の
苦
悶
の
一
面
に
触
れ
て
い
た
が
︑﹃
行
人
﹄

の
哲
学
者
に
至
っ
て
は
︑
そ
れ
が
痛
々
し
い
ほ
ど
の
切
実
を
以
て

描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒

そ
こ
に
は
捕
え
ら
れ
ざ
る
も
の
を
捕
え
よ
う
と
す
る
焦
慮
が
あ

る
︒
そ
の
焦
慮
が
遂
に
徒
労
に
終
ろ
う
と
す
る
悲
哀
が
あ
る
︒
そ

の
悲
哀
が
再
び
救
わ
れ
る
時
が
な
か
ろ
う
と
予
覚
す
る
寂
寞
が
あ

る
︒

︱
﹃
行
人
﹄
の
哲
学
者
は
︑
こ
の
焦
慮
と
︑
こ
の
悲
哀
と
︑

こ
の
寂
寞
と
の
上
を
輾
転
し
て
︑
永
久
に
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ざ

て
ん
て
ん

る
運
命
に
司
配
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
意
味
に
於
い
て
︑
彼
と
︑
彼

の
妻
と
の
間
に
於
け
る
悲
劇
は
︑
ど
う
か
し
て
聢
っ
か
り
抱
き
付



25

こ
う
と
す
る
﹁
魂
﹂
と
︑
ど
う
し
て
も
聢
っ
か
り
抱
き
付
か
せ
る

こ
と
の
出
来
な
い
﹁
魂
﹂
と
の
間
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が

遂
に
一
種
の
宿
命
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
き
︑
こ
の
悲
劇
は
ま
す

ま
す
デ
ス
ペ
レ
ー
ト
な
色
を
加
え
て
来
る
の
で
あ
る
︒

﹃
行
人
﹄
の
哲
学
者
は
︑
茲
に
至
ら
ず
ん
ば
止
ま
な
い
自
己
の
性

情
を
解
し
て
︑﹁
全
く
多
知
多
解
が
煩
い
を
な
し
た
の
だ
﹂
と
云

た

ち

た

げ

っ
て
い
る
︒
こ
の
歎
き
は
嘗
て
﹃
門
﹄
の
宗
助
が
鎌
倉
の
禅
堂
に

あ
っ
て
逢
着
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
︑﹁
彼
は
平
生
自
分
の

分
別
を
便
り
に
生
き
て
来
た
︒
其
分
別
が
今
は
彼
に
祟
っ
た
の
を

口
惜
し
く
思
っ
た
︒
そ
う
し
て
始
め
か
ら
取
捨
も
商
量
も
容
れ
な
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い
愚
か
な
も
の
の
一
徹
一
図
を
羨
ん
だ
﹂
と
い
う
作
者
自
身
の
彼

の
悲
哀
に
対
す
る
註
釈
は
︑
そ
の
量
の
大
小
に
於
い
て
こ
そ
相
違

が
あ
れ
︑
そ
の
質
に
於
い
て
は
全
く
﹃
行
人
﹄
の
哲
学
者
の
そ
れ

に
等
し
い
も
の
だ
と
思
う
︒

︱
生
死
の
境
を
超
越
し
︑
全
我
を

投
擲
し
た
領
域
に
逸
去
し
尽
そ
う
と
す
る
思
念
を
以
て
︑
そ
の
全

生
涯
を
思
索
と
瞑
想
と
の
裡
に
過
し
て
来
ら
れ
た
漱
石
先
生
に
と

っ
て
︑
嘗
て
﹃
門
﹄
の
宗
助
が
経
験
し
︑
今
ま
た
﹃
行
人
﹄
の
哲

学
者
が
経
験
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
苦
し
み
は
︑
果
し
て
如
何
な

る
心
的
関
係
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
門
﹄
の
宗
助
に
対

し
て
坂
井
の
生
活
を
思
い
︑﹃
行
人
﹄
の
哲
学
者
に
対
し
て
そ
の
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友
人
の
態
度
を
考
え
る
と
き
︑
自
分
は
そ
こ
に
漠
然
と
し
て
未
だ

形
を
作
す
に
至
ら
な
い
先
生
自
身
の
悟
道
観
を
見
出
す
よ
う
に
思

う
︒
現
に
︑
先
生
は
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
須
永
に
対
し
て
さ
え
︑
そ

の
対
置
者
︵
す
こ
し
言
い
過
ぎ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
︶
と
し
て
の
松

本
を
描
い
た
︒
松
本
は
須
永
を
評
し
て
︑﹁
彼
の
不
幸
は
彼
の
聡

明
霊
利
に
基
く
の
だ
﹂
と
云
っ
た
人
で
あ
る
︒﹃
行
人
﹄
の
哲
学

者
の
友
人
は
﹃
行
人
﹄
の
哲
学
者
を
評
し
て
︑
矢
張
松
本
と
同
じ

言
葉
を
遣
っ
た
︒﹁
知
識
を
有
す
る
も
の
の
悲
哀
﹂

︱
ド
イ
ツ

輓
近
派
に
属
せ
る
一
批
評
家
の
云
っ
た
言
葉
︑
こ
の
言
葉
を
自
分

ば
ん
き
ん

は
沁
々
と
想
い
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
︒

し
み
じ
み
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﹃
行
人
﹄
に
於
い
て
︑
疑
い
も
な
く
先
生
は
﹁
救
わ
れ
ざ
る
心
﹂

の
悲
劇
を
描
い
た
︒
そ
れ
は
一
面
に
於
い
て
単
な
る
愛
の
悲
劇
で

あ
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
︑
他
の
一
面
に
於
い
て
人
生
そ
の
も
の

の
悲
劇
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
︑
か
な
り
根
深
い
先
生
の
ペ
シ
ミ

ズ
ム
が
芽
ぐ
ん
で
い
る
︒
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
さ
ら
に
発
展
し
て

﹃
心
﹄
に
及
ん
だ
︒﹃
心
﹄
は
先
生
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
具
体
化
し

た
︑
最
も
深
刻
な
︑
且
つ
︑
最
も
優
秀
な
作
品
で
あ
る
︒

終
り
に
莅
み
︑﹃
行
人
﹄
の
技
巧
的
方
面
に
就
い
て
一
言
す
る
︒

の
ぞ

﹃
行
人
﹄
が
有
す
る
四
個
の
短
篇
の
中
︑
最
も
卓
れ
て
い
る
の
は

す
ぐ

矢
張
最
後
の
﹃
塵
労
﹄
で
あ
る
︒
殊
に
︑
Ｈ
の
手
紙
が
い
い
︒
煩
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瑣
な
意
識
の
末
に
至
る
ま
で
披
発
し
︑
繊
細
な
心
理
の
微
に
至
る

ま
で
追
縦
し
て
︑
あ
く
ま
で
哲
学
者
の
内
的
生
活
を
如
実
に
描
き

出
し
た
と
こ
ろ
は
︑
只
管
敬
服
の
外
が
な
い
︒
こ
の
哲
学
者
に
較

ひ
た
す
ら

べ
る
と
︑
哲
学
者
の
細
君
は
︑
ま
だ
何
処
と
な
く
描
き
足
り
な
い

と
こ
ろ
は
あ
る
が
︑
併
し
︑
あ
あ
い
う
性
格
を
持
ち
︑
あ
あ
い
う

運
命
の
下
に
動
い
て
行
く
女
と
し
て
は
︑
兎
に
角
生
々
と
し
た
と

こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
︒
殊
に
︑
和
歌
山
の
宿
屋
に
於
け
る
彼
女
は
︑

運
命
を
恐
れ
な
い
︑
否
︑
運
命
の
司
配
に
自
己
を
委
ね
て
毫
も
介

意
し
な
い
︑
最
も
強
く
生
き
う
る
女
と
し
て
︑
殆
ん
ど
何
の
遺
憾

も
な
く
描
け
て
い
る
︒

︱
そ
の
他
の
点
に
就
い
て
の
批
評
は
︑



30

す
べ
て
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
に
す
る
︒

﹃
心
﹄

﹃
心
﹄
は
人
間
の
﹁
心
霊
﹂
に
対
す
る
︑
若
し
く
は
︑
人
間
の
﹁
精

も

神
﹂
に
対
す
る
︑
も
っ
と
分
り
易
く
云
う
と
︑
人
間
の
﹁
心
﹂
そ

の
も
の
に
対
す
る
︑
最
も
精
到
な
︑
最
も
深
刻
な
洞
察
を
徹
底
せ

し
め
よ
う
と
す
る
︑
漱
石
先
生
畢
生
の
大
努
力
を
象
徴
す
る
も
の

で
あ
る
︒

﹁
心
﹂
の
本
質
は
如
何
︑﹁
心
﹂
の
真
当
の
相
は
何
で
あ
る
か
︒

す
が
た
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こ
の
問
題
は
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
に
於
い
て
︑
ま
た
︑﹃
行
人
﹄
に
於

い
て
︑
既
に
幾
度
と
な
く
先
生
の
脳
裏
を
擦
過
し
︑
既
に
幾
度
と

な
く
先
生
の
研
究
的
対
象
と
し
て
取
扱
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑

そ
れ
ら
は
す
べ
て
﹁
心
﹂
の
外
部
に
於
け
る
摸
索
か
ら
初
ま
っ
て
︑

漸
次
内
部
に
立
人
ろ
う
と
す
る
間
接
的
な
態
度
た
る
を
免
れ
な
い

傾
向
が
あ
っ
た
︒
併
し
︑﹃
心
﹄
に
於
い
て
は
︑
先
生
の
観
照
的

態
度
が
初
め
て
直
接
的
に
な
っ
た
︒
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑

﹃
心
﹄
に
於
け
る
先
生
は
︑
真
正
面
に
﹁
心
﹂
を
観
︑
肉
迫
的
に

﹁
心
﹂
の
本
質
を
刳
り
出
そ
う
と
す
る
惨
酷
な
心
理
解
剖
家
と
な

え
ぐ

っ
た
︒

︱
﹃
心
﹄
に
表
れ
て
い
る
先
生
の
態
度
は
︑
一
分
の
廻
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避
す
ら
許
さ
な
い
︑
一
髪
の
隠
蔽
す
ら
認
め
な
い
峻
厳
な
裁
判
官

の
そ
れ
で
あ
る
︒

併
し
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
先
生
は
﹁
心
﹂
の
中
に
果
し
て
何

を
認
め
た
か
︒
先
生
の
答
え
は
単
簡
で
あ
る
︒
曰
く
﹁
エ
ゴ
イ
ズ

ム
﹂︒人

間
の
本
性
を
司
配
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
威
力
と
醜
悪
と
に
就

い
て
︑
先
生
は
こ
れ
を
盲
動
的
な
本
能
と
し
て
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の

中
に
描
い
た
︒﹃
心
﹄
に
至
っ
て
は
︑
そ
れ
よ
り
も
一
歩
を
進
め

て
︑
さ
ら
に
意
識
の
上
に
現
前
す
る
動
か
し
が
た
い
事
実
と
し
て

こ
れ
を
描
い
た
︒﹁
人
間
の
本
性
を
司
配
す
る
も
の
に
は
道
念
も
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あ
る
︒
併
し
︑
道
念
の
力
は
未
だ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
は
及
ば
な
い
︒

最
後
の
一
瞬
に
於
い
て
︑
人
間
の
意
思
を
駆
役
し
人
間
の
方
向
を

決
定
す
る
も
の
は
常
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
︒
道
念
で
は
な
い
︒

そ
の
最
後
の
一
瞬
は
何
で
あ
る
か
︑
常
人
に
在
っ
て
は
金
︑
非
常

人
に
あ
っ
て
は
恋
﹂

︱
先
生
が
﹃
心
﹄
に
於
い
て
具
象
し
よ
う

と
し
た
思
想
は
︑
大
抵
以
上
の
言
葉
に
尽
き
て
い
る
︒
併
し
︑
先

生
の
取
扱
っ
た
問
題
は
︑
単
に
そ
こ
ま
で
行
っ
た
だ
け
で
止
ま
な

か
っ
た
︒
先
生
は
さ
ら
に
今
一
歩
を
進
め
た
︒
曰
く
︑﹁
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
満
足
し
え
た
後
の
道
念
の
反
噬
﹂︱
あ
る
意
味
に
於
い
て
︑

そ
れ
は
嘗
て
﹃
門
﹄
の
宗
助
が
逢
着
し
た
問
題
で
あ
り
︑﹃
心
﹄
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に
あ
っ
て
は
︑﹃
心
﹄
の
主
人
公
が
出
会
し
た
問
題
で
あ
る
︒
和

で
く
わ

辻
哲
郎
氏
は
云
う
︑﹁
利
己
主
義
と
正
義
と
の
争
い
﹂
と
︒

以
上
の
見
地
に
立
つ
と
︑﹃
心
﹄
は
尠
く
と
も
二
つ
の
視
点
か

ら
観
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
︒
即
ち
そ
の
一
つ
は
︑
恋
愛
の
試
錬

に
依
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
︑
如
何
に
し
て
そ
の
威
力
を
振
う
た
か
と

い
う
こ
と
︑
今
一
つ
は
︑
道
念
の
反
噬
に
依
る
苦
悶
が
如
何
に
し

て
破
滅
に
ま
で
導
い
た
か
と
い
う
こ
と

︱
こ
の
複
雑
な
る
心
理

が
︑
先
生
の
筆
に
依
っ
て
果
し
て
必
然
的
な
解
剖
を
得
た
か
ど
う

か
︒
そ
れ
に
就
い
て
聊
か
観
察
し
て
見
よ
う
︒

い
さ
さ

第
一
の
題
目
に
於
い
て
は
︑
自
分
は
先
生
の
筆
に
殆
ん
ど
何
等
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の
不
満
を
も
感
じ
な
い
︒
そ
こ
に
は
一
人
の
女
に
対
す
る
競
争
者

と
し
て
現
れ
た
二
人
の
男
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
の
男
の
一

方
は
︑
自
己
の
恋
愛
感
情
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
エ
ゴ
イ
ス
チ

ッ
ク
な
動
機
か
ら
︑
表
面
に
は
極
め
て
美
し
い
友
情
と
正
義
と
の

仮
面
を
被
り
な
が
ら
︑
裏
面
に
あ
っ
て
は
性
格
上
に
有
す
る
相
手

の
男
の
弱
点
に
乗
じ
て
︑
あ
く
ま
で
こ
れ
を
蹴
落
す
べ
く
努
力
し

よ
う
と
す
る
︒
こ
の
複
雑
な
る
心
理
の
推
移
を
追
蹟
し
て
︑
先
生

の
筆
は
極
め
て
精
到
に
︑
極
め
て
深
刻
に
動
い
て
い
る
︒
殊
に
︑

よ
く
描
け
て
い
る
と
思
う
の
は
︑
Ｋ
の
女
に
対
す
る
態
度
に
対
し

て
漸
々
不
安
を
感
じ
て
行
く
よ
う
に
な
る
径
路
や
︑
Ｋ
に
先
手
を

ぜ
ん
ぜ
ん
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打
た
れ
た
後
に
﹁
万
事
休
す
﹂
と
思
い
な
が
ら
︑
猶
お
Ｋ
の
精
神

的
な
間
隙
を
覘
い
︑
そ
の
上
に
押
し
蒐
っ
て
相
手
を
圧
倒
し
よ
う

ね
ら

か
か

と
す
る
執
念
深
い
気
持
な
ど
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
に
於
い
て
︑
三

百
六
十
五
頁
か
ら
三
百
七
十
一
頁
に
旦
る
精
緻
な
描
写
は
︑﹃
心
﹄

一
巻
の
中
に
在
っ
て
最
も
潑
刺
た
る
生
気
を
持
っ
た
場
面
で
あ

る
︒

︱
軈
て
最
後
の
悲
劇
が
来
た
︒
そ
の
悲
劇
と
と
も
に
︑
ま

や
が

ん
ま
と
自
己
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
対
す
る
完
全
な
満
足
を
え
て
い
た

一
方
は
︑
計
ら
ず
も
そ
の
満
足
を
裏
切
っ
て
動
く
一
つ
の
強
烈
な

る
反
逆
者
に
出
会
し
た
︒
彼
は
云
う
︒﹁
叔
父
に
欺
か
れ
た
当
時

の
私
は
︑
他
の
頼
み
に
な
ら
な
い
事
を
つ
く
づ
く
と
感
じ
た
に
は
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相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
他
を
悪
く
取
る
丈
あ
っ
て
︑
自
分
は
ま
だ

確
な
気
が
し
て
い
ま
し
た
︒
世
間
は
何
う
あ
ろ
う
と
も
此
己
は
立

派
な
人
間
だ
と
い
う
信
念
が
何
処
か
に
あ
っ
た
の
で
す
︒
そ
れ
が

Ｋ
の
た
め
に
見
事
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
︑
自
分
も
あ
の
叔
父

と
同
じ
人
間
だ
と
意
識
し
た
時
︑私
は
急
に
ふ
ら
ふ
ら
し
ま
し
た
︒

他
に
愛
想
を
尽
か
し
た
私
は
︑
自
分
に
も
愛
想
を
尽
か
し
て
動
け

な
く
な
っ
た
の
で
す
﹂

︱
云
う
ま
で
も
な
く
︑﹃
心
﹄
に
取
扱

わ
れ
て
い
る
第
二
の
悲
劇
は
︑
こ
う
し
た
問
題
の
中
に
胚
胎
し
て

い
る
の
で
あ
る
︒

併
し
︑
こ
の
後
者
の
問
題
に
至
っ
て
︑
先
生
の
筆
は
稍
筋
書
的

や
や
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︵
或
は
観
念
的
と
云
っ
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
︶
な
色
彩
を
帯
び
て

来
た
︒
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
︑
後
者
に
あ
っ
て
は
︑
前
者
に
於

け
る
が
ご
と
く
︑
そ
の
心
理
の
推
移
に
﹁
必
然
﹂
の
強
味
が
乏
し

い
︒
従
っ
て
︑
幾
度
か
不
安
の
論
理
を
重
ね
︑
幾
度
か
絶
望
の
弁

証
を
積
ん
で
︑
漸
次
最
後
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ま
で
主
人
公
を
引

摺
っ
て
行
こ
う
と
す
る
作
者
の
用
意
は
周
到
を
極
め
て
い
て
も
︑

そ
の
努
力
の
結
果
が
与
え
る
効
力
は
到
底
前
者
の
ご
と
く
豊
富
で

な
い
︒
無
遠
慮
に
云
う
と
︑
第
一
︑
信
用
し
て
い
た
叔
父
に
財
産

を
横
奪
さ
れ
た
だ
け
で
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
対
す
る
信
用
を
喪
う

て
終
う
と
い
う
の
も
極
端
で
あ
る
し
︑
ま
た
︑
自
己
に
対
す
る
信

し
ま
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用
の
喪
失
が
︑
自
己
の
愛
す
る
妻
を
も
見
棄
て
て
終
わ
せ
る
ほ
ど

絶
望
的
だ
と
い
う
の
も
極
端
で
あ
る
︒

︱
思
う
に
︑
リ
ア
リ
ス

ト
た
る
漱
石
先
生
も
︑
未
だ
﹃
心
﹄
に
あ
っ
て
は
︑
全
然
観
念
的

な
殻
を
破
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
意
味
に
於
い
て
︑﹃
心
﹄
に
次
い
で
﹃
道
草
﹄
が
現
れ
︑

﹃
道
草
﹄
に
次
い
で
﹃
明
暗
﹄
が
生
れ
た
こ
と
は
︑
そ
れ
自
身
か

な
り
の
興
味
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
何
故
な
れ
ば
︑
そ
こ
に
先

生
最
後
の
使
命
が
残
さ
れ
︑
そ
こ
に
先
生
の
芸
術
に
於
け
る
最
後

の
色
揚
げ
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
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﹃
道

草
﹄

あ
ら
ゆ
る
芸
術
品
は
︑
そ
の
作
者
に
と
っ
て
︑
皆
何
等
か
の
意

味
に
於
け
る
自
叙
伝
で
あ
る
と
云
い
う
る
が
︑﹃
道
草
﹄
は
も
っ

と
実
際
的
な
意
味
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
唯
一
の
自
叙
伝
傾
向
を

帯
び
た
作
品
で
あ
る
︒
併
し
︑﹃
道
草
﹄
に
表
れ
て
い
る
自
叙
伝

的
傾
向
は
︑
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ヒ
の
諸
作
に
表
れ
て
い
る
が
ご
と

き
そ
れ
と
は
違
い
︑
寧
ろ
特
種
の
意
義
か
ら
離
れ
た
純
粋
の
芸
術

品
と
し
て
鑑
賞
せ
ら
る
べ
き
性
質
を
多
量
に
帯
び
て
い
る
︒
こ
の

意
味
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
の
﹃
道
草
﹄
に
対
す
る
関
係
は
︑
恰

あ
た
か
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も
ト
ル
ス
ト
イ
の
﹃
コ
サ
ッ
ク
﹄
に
於
け
る
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ

ー
の
﹃
虐
げ
ら
れ
し
人
々
﹄
に
於
け
る
が
ご
と
き
関
係
に
近
い
も

の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
作
品
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
大
小
幾
多
の
事

実
が
︑
す
べ
て
皆
作
者
自
身
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
実
際
経
験

の
告
白
で
あ
る
と
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒

﹃
道
草
﹄
に
は
︑
一
篇
の
主
人
公
た
る
健
三
を
中
心
人
物
と
し

て
︑
そ
の
周
囲
に
纏
繞
す
る
多
く
の
人
々
︑
例
え
ば
︑
健
三
と

て
ん
に
よ
う

細
君
︑
健
三
と
島
田
︑
健
三
と
比
田
夫
婦
な
ど
と
の
人
的
関
係
が

描
か
れ
て
い
る
︒
別
に
事
件
の
変
化
も
な
け
れ
ば
︑
別
に
性
格
の

発
展
も
な
い
︒
い
わ
ば
平
凡
な
日
常
生
活
の
報
告
で
あ
る
︒
こ
の
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平
凡
な
日
常
生
活
の
報
告
に
於
い
て
︑
先
生
は
﹃
心
﹄
に
於
い
て

取
扱
っ
た
問
題
に
︑
さ
ら
に
一
般
的
︑
普
遍
的
な
解
釈
を
与
え
よ

う
と
し
た
︒
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
︒
一
つ
は
︑
夫
婦
間
に
於
け
る

愛
が
相
互
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︵
自
意
識
の
拡
張
︶
に
依
っ
て
歪
め
ら

れ
︑
傷
わ
れ
て
行
き
な
が
ら
︑
し
か
も
終
に
相
離
れ
る
こ
と
の
出

来
な
い
一
種
の
運
命
で
あ
る
︒
今
一
つ
は
︑
あ
る
個
人
を
中
心
と

し
て
動
く
周
囲
の
世
間
に
於
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
︑
そ
の
個
人
に

向
っ
て
如
何
に
働
き
か
け
ら
れ
︑
如
何
に
注
ぎ
か
け
ら
れ
る
か
︑

ま
た
︑
そ
れ
に
対
す
る
あ
る
個
人
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
如
何
に
反
応

し
︑
如
何
に
反
撥
し
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︱
言
葉
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を
換
え
て
云
う
と
︑﹃
道
草
﹄
一
巻
の
有
す
る
意
義
は
︑
エ
ゴ
イ

ス
ト
を
以
て
出
来
上
っ
た
一
群
の
人
々
︵
そ
れ
は
軈
て
世
間
そ
の

や
が

も
の
で
あ
る
︶
が
︑
各
自
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
遺
憾
な
く
露
し
て

あ
ら
わ

行
く
心
理
と
形
式
と
を
︑
最
も
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
︑
且
つ
︑
最

も
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
態
度
を
以
て
描
き
出
し
た
と
こ
ろ
に

あ
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
描
写
の
態
度
に
於
い
て
︑
作
者
は
常
に
二

重
の
視
点
を
持
し
て
い
た
︒
性
格
の
視
点
と
︑
そ
の
性
格
を
誘
導

す
る
心
理
の
視
点
と
が
そ
れ
で
あ
る
︒

そ
こ
に
は
愛
に
渇
し
た
二
つ
の
霊
が
あ
る
︒
そ
の
二
つ
の
霊
は

相
互
に
愛
を
求
め
て
︑
し
か
も
相
互
に
愛
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
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な
い
︒
愛
を
享
け
た
い
と
い
う
願
望
も
あ
る
︒
愛
し
た
い
と
い
う

意
思
も
あ
る
︒
併
し
︑
二
人
は
二
人
の
霊
を
投
げ
出
し
て
︑
聢
っ

し

か
り
抱
き
合
う
こ
と
が
出
来
な
い
︒
聢
っ
か
り
抱
き
合
お
う
と
す

れ
ば
︑
そ
の
瞬
間
に
二
人
は
相
反
撥
す
る
︒
こ
の
時
愛
は
変
じ
て

憎
み
と
な
る
︒
こ
れ
を
以
て
一
方
は
自
己
に
対
す
る
無
理
解
か
ら

起
る
と
感
じ
︑
一
方
は
自
己
に
対
す
る
愛
の
稀
薄
か
ら
来
る
と
思

う
︒
か
く
愛
と
憎
み
と
の
複
雑
な
る
感
情
が
交
錯
し
て
︑
日
常
生

活
の
果
し
な
い
円
輪
の
上
を
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
行
く
よ
う
に
︑
二

人
の
運
命
も
︑
ま
た
︑
二
本
の
並
行
曲
線
と
な
っ
て
︑
相
倚
り
︑

相
離
れ
︑
永
遠
に
交
る
こ
と
を
知
ら
な
い
生
命
の
歩
み
を
続
け
て
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行
く
︒
こ
の
悲
劇
を
眼
前
に
見
な
が
ら
︑
猶
お
一
方
は
一
方
の
前

に
跪
い
て
︑
自
ら
の
愛
を
捧
げ
る
こ
と
も
出
来
な
け
れ
ば
︑
況

ひ
ざ
ま
ず

ん
や
︑
自
ら
の
愛
を
捧
げ
る
こ
と
に
依
っ
て
︑
逆
に
先
方
の
愛
を

喚
起
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
︒
︱
執
念
深
い
自
己
意
識
の
葛
藤
︑

宿
命
的
な
愛
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
そ
れ
で
あ
る
︒

ま
た
︑
そ
こ
に
は
策
略
と
︑
技
巧
と
︑
虚
偽
と
で
固
め
ら
れ
た

世
界
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
世
界
は
常
に
自
己
自
身
の
た
め
に
計
っ

て
︑
動
も
す
る
と
他
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
︒
侵
害
さ
れ
た
る
も

や
や

の
は
︑
侵
害
さ
れ
た
る
自
己
の
非
力
と
︑
怯
懦
と
︑
責
任
と
を
忘

き
よ
う
だ

れ
て
︑
直
ち
に
罪
の
全
部
を
相
手
の
人
格
に
課
し
︑
冷
笑
と
︑
侮
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蔑
と
︑
憤
怒
と
を
交
え
な
が
ら
︑
偏
え
に
自
家
の
立
脚
地
を
弁
護

ひ
と

し
よ
う
と
す
る
が
︑
傷
け
ら
れ
た
る
自
我
の
苦
し
さ
と
︑
欺
か
れ

た
る
自
我
の
淋
し
さ
と
は
︑
す
べ
て
の
弁
護
を
排
し
て
︑
あ
く
ま

で
侵
害
さ
れ
た
る
も
の
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
︒
か
く
て
侵
害
さ

れ
た
る
も
の
は
︑
怯
懦
と
罵
り
︑
卑
怯
と
嘲
る
声
を
自
己
の
背
後

に
聞
き
な
が
ら
︑
猶
お
能
う
限
り
の
逃
避
を
試
み
よ
う
と
す
る
︒

︱
そ
こ
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
醜
悪
と
悲
哀
と
を
発
見
す
る
︒

さ
ら
に
﹃
道
草
﹄
の
作
者
は
︑
人
間
の
﹁
心
霊
﹂
に
巣
喰
う
エ

ゴ
イ
ズ
ム
が
如
何
に
し
て
孵
ま
れ
︑
如
何
に
し
て
育
つ
か
に
就

は
ぐ
く

い
て
︑
主
人
公
健
三
の
生
い
立
ち
を
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
﹃
道
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草
﹄
一
巻
に
於
け
る
最
も
精
彩
あ
る
部
分
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
中

に
就
い
て
も
︑
主
人
公
の
少
年
時
代
の
回
想
を
叙
述
し
た
あ
た
り

は
︑
自
然
及
び
人
事
に
対
す
る
種
々
雑
多
な
記
憶
が
︑
淡
々
し
い

中
に
極
め
て
印
象
的
な
確
実
さ
を
以
て
描
か
れ
︑
そ
れ
を
読
ん
で

い
る
と
︑
何
故
と
は
知
ら
ず
︑
読
者
の
胸
に
夢
幻
的
な
哀
感
が
ひ

し
ひ
し
と
こ
み
上
げ
て
来
て
︑
坐
ろ
に
作
者
の
詩
人
的
天
分
の
豊

そ
ぞ

か
さ
を
想
見
さ
せ
る
︒

︱
併
し
︑
そ
う
し
た
リ
リ
カ
ル
な
部
分

を
外
に
し
て
︑
仔
細
に
主
人
公
の
少
年
時
代
を
攷
覈
す
る
と
︑
そ

こ
う
か
く

こ
に
は
我
儘
と
︑
放
恣
と
︑
専
横
と
に
馴
ら
さ
れ
︑
す
べ
て
自
己

わ
が
ま
ま

ほ
う
し

を
中
心
と
し
て
動
く
一
人
の
小
暴
君
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒



48

し
か
も
こ
の
小
暴
君
を
し
て
茲
に
至
ら
し
め
た
原
因
を
解
し
て
︑

こ
こ

作
者
は
こ
の
小
暴
君
に
対
す
る
周
囲
の
エ
ゴ
イ
ス
チ
ッ
ク
な
動
機

か
ら
来
る
過
度
の
撫
愛
で
あ
る
と
見
た
︒
撫
愛
そ
の
も
の
は
い
い

が
︑
そ
の
撫
愛
の
不
純
な
動
機
に
根
ざ
し
て
い
る
の
が
小
児
の
順

良
な
性
情
を
害
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︑
こ
の
見
地
に
立
つ
と
︑

人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
終
に
滅
び
る
時
は
な
い
︒
人
間
の
エ
ゴ
イ

つ
い

ズ
ム
が
滅
び
る
時
は
︑
人
間
そ
の
も
の
が
滅
び
る
時
だ
と
い
う
一

種
の
絶
望
感
に
逢
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
併
し
︑
作
者
は
﹃
道
草
﹄

に
於
い
て
︑
も
う
﹃
行
人
﹄
や
﹃
心
﹄
に
於
け
る
絶
望
を
繰
返
し

は
し
な
か
っ
た
︒

︱
た
だ
諦
認
が
あ
っ
た
︒
た
だ
現
実
を
現
実



49

と
し
て
受
け
納
れ
る
人
の
諦
認
が
あ
っ
た
︒

﹃
道
草
﹄
の
技
巧
に
就
い
て
一
言
す
る
︒

健
三
を
中
心
と
し
て
発
展
す
る
二
つ
の
関
係
の
内
︑
健
三
と
細

君
と
の
夫
婦
関
係
を
描
い
た
作
者
の
筆
に
は
︑
性
格
と
心
理
と
の

必
然
が
し
っ
く
り
結
び
付
い
て
︑
事
実
を
生
か
し
て
行
く
霊
活
な

、
、
、
、

力
が
潜
ん
で
い
る
︒

︱
古
淡
な
匂
い
を
持
っ
た
そ
の
文
章
も
い

い
︒
何
処
と
な
く
悠
揚
た
る
落
着
き
が
出
て
い
る
︒
老
練
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
︒
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﹃
明

暗
﹄

漱
石
先
生
の
全
製
作
中
に
於
け
る
最
大
の
述
作
で
あ
っ
て
︑
且

つ
︑
先
生
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
最
後
を
飾
る
べ
き
長
篇
小
説

﹃
明
暗
﹄
は
︑
回
を
累
ぬ
る
こ
と
百
八
十
八
の
多
き
に
及
び
な
が

か
さ

ら
︑
そ
の
最
も
興
味
あ
る
場
面
に
於
い
て
筆
を
断
ち
︑
不
幸
に
し

て
未
完
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
手
に
残
さ
れ
た
︒

先
生
の
生
前
︑﹃
明
暗
﹄
が
未
だ
新
聞
紙
上
に
連
載
さ
れ
つ
つ

あ
っ
た
頃
︑
何
人
か
が
あ
っ
て
︑
先
生
に
向
い
か
れ
こ
れ
批
評
的

な
言
葉
を
吐
く
と
︑
先
生
は
直
ち
に
こ
れ
に
答
え
︑
全
部
完
結
の
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後
︑
今
一
回
通
読
を
煩
わ
し
た
上
で
の
批
評
が
聞
き
た
い
と
云
わ

れ
た
︒
蓋
し
︑
先
生
の
意
図
は
︑
個
々
の
部
面
に
於
け
る
鑑
賞
的

け
だ

な
効
果
を
収
め
て
︑
い
わ
ゆ
る
小
巧
小
緻
の
技
巧
に
読
者
を
魅
了

す
る
よ
り
も
む
し
ろ
価
値
の
焦
点
を
そ
の
全
体
的
な
構
成
の
上
に

置
き
︑
最
も
綜
合
的
な
︑
且
つ
︑
最
も
統
一
的
な
意
味
に
於
い
て

の
効
果
を
え
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
︒
然
る
に
先
生
の
意

図
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
勿
論
先
生
は
残
念
で
あ
っ
た
に
相
違

な
い
︒

併
し
︑
自
分
か
ら
云
う
と
︑
未
完
稿
と
し
て
残
さ
れ
た
﹃
明
暗
﹄

一
篇
は
︑
そ
れ
自
身
既
に
一
種
の
驚
異
で
あ
る
︒
言
葉
を
換
え
て
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云
う
と
︑
全
篇
七
百
四
十
四
頁
を
通
じ
て
動
く
作
者
の
技
巧
と
精

神
と
の
力
は
︑
そ
れ
が
仮
令
完
結
さ
れ
な
い
技
巧
で
あ
り
︑
仮
令

た
と
い

充
実
さ
れ
な
い
精
神
で
あ
る
に
し
て
も
︑
猶
お
読
者
た
る
自
分
に

と
っ
て
は
︑か
な
り
の
讃
美
と
敬
仰
と
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑

そ
こ
に
芸
術
的
威
力
の
偉
大
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
︒

﹃
明
暗
﹄
に
於
い
て
︑
漱
石
先
生
は
果
し
て
何
を
描
こ
う
と
し
た

か
︒
疑
い
も
な
く
︑
そ
こ
に
は
多
く
の
性
格
が
あ
る
︒
多
く
の
事

件
が
あ
る
︒
多
く
の
心
理
が
あ
る
︒
併
し
︑
そ
の
多
く
の
性
格
を

貫
き
︑
そ
の
多
く
の
事
件
を
通
じ
︑
そ
の
多
く
の
心
理
を
穿
っ
て
︑

漱
石
先
生
は
果
し
て
何
を
描
こ
う
と
し
た
か
︒

︱
さ
ら
に
直
截
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に
云
う
と
︑﹃
明
暗
﹄
一
篇
の
基
調
を
形
作
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の

根
本
思
想
は
果
し
て
何
で
あ
る
か
︒

こ
の
質
問
に
対
し
︑
自
分
は
ま
た
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
言
葉

を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
﹃
明
暗
﹄
一
篇
の
有
す
る

芸
術
的
興
味
の
中
心
が
︑
主
と
し
て
人
間
各
自
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に

基
く
日
常
生
活
の
﹁
明
暗
﹂
を
描
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

︱
﹃
彼
岸
過
迄
﹄
か
ら
﹃
行
人
﹄︑﹃
心
﹄

を
経
て
﹃
道
草
﹄
に
至
る
ま
で
︑
断
え
ず
先
生
の
頭
脳
を
司
配
し

た
這
般
の
問
題
は
そ
の
最
後
の
製
作
に
於
い
て
も
︑
ま
た
︑
執
拗

し
や
は
ん

に
先
生
の
頭
脳
を
司
配
す
る
問
題
に
外
な
ら
な
か
っ
た
︒﹁
利
己

ほ
か
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心
理
の
解
剖
家
﹂

︱
こ
れ
は
先
生
の
芸
術
的
生
涯
に
於
け
る
後

期
の
特
質
を
説
明
す
る
最
も
恰
当
な
る
言
葉
で
あ
る
か
も
知
れ
な

こ
う
と
う

い
︒

﹃
明
暗
﹄
に
於
け
る
先
生
は
︑
明
か
に
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
し
て
の
人

生
を
見
て
い
る
︒
尤
も
︑
あ
る
も
の
は
意
識
し
た
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム

で
あ
り
︑
あ
る
も
の
は
意
識
せ
ざ
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
︑
あ
る

も
の
は
情
愛
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
り
︑
あ
る
も
の
は
功
利
の
エ
ゴ

イ
ズ
ム
で
あ
る
が
︑
何
れ
に
し
て
も
皆
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
に
は

い
ず

相
違
な
い
︒
そ
れ
ら
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
︑
何
等
か
の
関
係
の
下
に

あ
っ
て
︑
相
互
に
相
触
れ
︑
相
剋
し
︑
相
争
い
な
が
ら
︑
転
瞬
の
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間
も
熄
ま
な
い
戦
闘
の
活
画
図
を
描
き
出
す
と
こ
ろ
は
︑
恐
ら
く

や

﹃
明
暗
﹄
一
篇
の
眼
目
で
も
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
作
者
た
る
先
生

自
身
の
見
た
実
人
生
の
偽
り
な
き
相
で
も
あ
ろ
う
︒
先
生
は
嘗
て

か
つ

か
く
の
ご
と
き
人
生
を
悪
ん
だ
︒
そ
し
て
そ
れ
が
実
人
生
の
偽
り

な
き
相
で
あ
る
と
知
っ
た
時
︑
そ
の
如
何
と
も
す
る
こ
と
の
出
来

な
い
事
実
に
対
し
て
絶
望
し
た
︒
絶
望
は
軈
て
諦
認
に
な
っ
た
︒

や
が

諦
認
は

︱
こ
の
作
﹃
明
暗
﹄
に
至
っ
て
︑
初
め
て
一
般
的
な
憐
愍

れ
ん
び
ん

に
な
っ
た
︒
先
生
は
云
う
︒﹁
天
に
則
っ
て
私
を
去
れ
！
﹂
と
︒

天
に
則
っ
て
私
を
去
る
と
こ
ろ
に
の
み
︑
真
当
の
意
味
に
於
け

る
博
大
の
心
が
湧
く
︒
こ
の
博
大
な
心
を
以
て
自
然
人
生
を
観
る
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と
き
︑
先
生
の
眼
に
は
最
早
そ
の
醜
悪
を
悪
む
光
よ
り
も
︑
寧
ろ

そ
の
事
実
を
愍
れ
む
涙
が
あ
る
︒
こ
の
涙
を
以
て
津
田
が
描
か
れ

あ
わ

て
い
る
︒
お
延
が
描
か
れ
て
い
る
︒
秀
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
小

林
が
描
か
れ
て
い
る
︒
乃
至
何
々
何
々
が
描
か
れ
て
い
る
︒
従
っ

な
い
し

て
︑
作
者
た
る
先
生
の
態
度
に
は
︑
聊
か
の
偏
頗
も
な
け
れ
ば
︑

へ
ん
ぱ

聊
か
の
好
悪
も
な
い
︒
す
べ
て
を
一
様
に
︑
す
べ
て
を
公
平
に
︑

す
べ
て
を
同
仁
に
視
て
︑
そ
こ
に
あ
り
の
ま
ま
な
る
人
間
を
再
現

し
よ
う
と
す
る
︒
す
く
な
く
と
も
十
余
年
の
芸
術
的
生
涯
と
︑
五

十
年
の
体
験
的
背
景
と
を
経
て
︑徹
底
し
た
リ
ア
リ
ス
ト
の
心
が
︑

初
め
て
先
生
の
芸
術
的
霊
感
を
司
配
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
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に
於
い
て
︑﹃
明
暗
﹄
一
篇
は
︑
先
生
の
﹁
心
霊
﹂
と
﹁
精
神
﹂

と
に
於
け
る
最
も
至
重
な
る
人
生
証
券
で
あ
る
︒

果
し
て
然
ら
ば
︑
そ
の
技
巧
の
方
面
に
於
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

う
︒
自
分
は
聊
か
そ
の
点
に
就
い
て
の
考
察
を
加
え
て
見
た
い
︒

一
口
に
云
う
と
︑﹃
明
暗
﹄
は
素
張
ら
し
く
ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
な

作
品
で
あ
る
︒
あ
る
事
件
と
事
件
と
の
縫
合
︑
あ
る
性
格
と
性
格

と
の
配
置
︑
あ
る
心
理
と
心
理
と
の
交
渉
︑

︱
そ
れ
ら
の
複
雑

多
端
な
る
資
料
は
︑
殆
ん
ど
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
諸
作
を
思
わ

す
よ
う
な
構
造
を
以
て
︑
一
寸
一
分
の
隙
間
も
な
く
組
立
て
ら
れ

て
い
る
︒
殊
に
︑
事
件
の
戯
曲
的
な
発
展
が
︑
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
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と
新
生
面
を
開
き
来
っ
て
︑
絶
え
ず
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
ゆ

く
点
は
︑
そ
の
秀
抜
な
る
対
話
の
技
倆
と
相
待
っ
て
︑
慥
か
に
﹃
明

た
し

暗
﹄
一
篇
の
著
し
い
特
色
を
形
作
っ
て
い
る
︒
座
ろ
に
大
手
腕
だ

そ
ぞ

と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

さ
ら
に
そ
の
性
格
描
写
や
心
理
描
写
に
於
い
て
も
︑
自
分
は
未

だ
わ
が
文
壇
こ
の
作
に
比
敵
し
う
る
も
の
あ
る
を
知
ら
な
い
︒
殊

に
︑
津
田
や
お
延
の
性
格
や
心
理
を
剔
抉
爬
羅
し
て
ゆ
く
作
者
の

て
つ
け
つ
は

ら

筆
は
︑
そ
の
精
到
細
緻
な
る
点
に
於
い
て
︑
ま
た
︑
そ
の
明
快
溌

刺
た
る
点
に
於
い
て
︑殆
ん
ど
印
象
描
写
の
極
致
に
達
し
て
い
る
︒

例
え
ば
︑
病
院
生
活
中
に
於
け
る
津
田
を
描
い
た
一
節
を
見
て
も
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い
い
︒
津
田
を
中
心
と
し
て
動
い
て
行
く
周
囲
の
人
々
︑
殊
に
お

延
と
津
田
と
の
交
渉
が
︑
そ
の
性
格
に
根
差
し
︑
そ
の
心
理
に
突

込
ん
で
︑
如
何
に
も
鮮
明
な
る
描
写
を
見
せ
て
い
る
︒

︱
思
う

に
﹃
明
暗
﹄
は
漱
石
先
生
の
芸
術
的
精
神
と
天
分
と
の
︑
最
も
綜

合
的
な
︑
且
つ
︑
最
も
錬
熟
的
な
具
体
的
表
現
で
あ
ろ
う
︒
既
に

森
田
草
平
氏
も
云
う
︒﹁
今
更
な
が
ら
﹃
明
暗
﹄
は
先
生
の
傑
作

で
あ
る
︒
先
生
の
思
想
と
技
巧
と
が
円
熟
の
頂
点
に
達
し
た
作
で

あ
る
︒
同
時
に
又
先
生
が
従
来
の
作
は
此
一
作
を
完
成
す
る
た
め

の
準
備
に
外
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
も
敢
て
過
言
で
は
な
い
﹂
と
︒
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漱
石
先
生
の
業
績
に
就
い
て
の
研
究
は
︑
不
満
足
な
が
ら
以
上

を
以
て
尽
き
た
の
で
あ
る
が
︑
厳
密
に
云
う
と
︑
先
生
の
業
績
に

は
︑
以
上
の
外
に
猶
お
少
く
と
も
三
個
の
注
目
す
べ
き
述
作
が
あ

る
︒
云
う
ま
で
も
な
く
︑
そ
れ
は
﹃
文
学
論
﹄︑﹃
文
学
評
論
﹄

及
び
﹃
社
会
と
自
分
﹄
と
の
評
論
的
方
面
に
於
け
る
述
作
で
あ
っ

て
︑
そ
の
内
実
と
も
に
至
大
な
注
意
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑

そ
れ
に
就
い
て
は
今
後
﹁
評
論
家
と
し
て
の
漱
石
先
生
﹂
を
論
ず

る
場
合
に
譲
り
︑
今
は
す
べ
て
の
批
評
的
言
辞
を
差
控
え
る
こ
と

に
す
る
︒
併
し
︑
た
だ
一
言
自
分
の
憚
り
な
き
衷
情
を
表
白
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
自
分
は
評
論
家
と
し
て
の
漱
石
先
生



61

の
卓
越
が
兎
角
創
作
家
と
し
て
の
漱
石
先
生
の
光
彩
に
蔽
わ
れ
が

ち
で
あ
っ
て
︑
そ
の
評
論
的
方
面
に
於
け
る
秀
抜
な
る
天
分
と
業

績
と
が
︑
殆
ん
ど
一
般
文
壇
か
ら
閑
却
さ
れ
易
い
こ
と
を
こ
の
上

な
く
遺
憾
に
思
う
も
の
だ
と
云
い
た
い
︒
こ
の
点
に
於
い
て
︑
聊

か
先
生
と
相
似
た
関
係
の
下
に
あ
る
も
の
は
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ

ン
ス
で
あ
る
︒
こ
の
深
達
な
る
古
典
文
学
の
研
究
家
は
︑
嘗
て
自

分
自
身
の
閲
歴
に
就
い
て
述
べ
た
言
葉
の
中
で
︑﹁
人
は
自
分
を

評
し
て
直
ち
に
小
説
家
だ
と
云
う
︒
併
し
︑
自
分
は
こ
の
人
達
に

答
え
て
批
評
家
だ
と
云
い
た
い
﹂
と
云
っ
た
︒

︱
そ
の
風
格
に

於
い
て
先
生
と
一
味
相
通
ず
る
と
云
わ
れ
る
﹁
シ
ル
ヴ
ェ
ス
ト
ル
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・
ボ
ナ
ァ
ル
の
罪
﹂
の
作
者
は
︑
彼
自
身
を
説
明
す
る
言
葉
に
依

っ
て
︑
計
ら
ず
も
先
生
自
身
の
云
い
た
い
心
持
を
も
代
弁
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
︒

嘗
て
﹃
文
学
論
﹄︵
文
学
の
発
生
を
心
理
学
的
に
研
究
し
︑
文
学

の
消
長
を
社
会
学
的
に
考
覈
し
た
も
の
︶
を
読
ん
で
︑
そ
の
警
抜
な

る
独
創
と
︑
そ
の
該
博
な
る
知
識
と
に
驚
き
︑
ま
た
︑
嘗
て
﹃
文

学
評
論
﹄︵
十
八
世
紀
の
英
文
学
︑
特
に
ア
ヂ
ソ
ン
︑
ス
チ
ー
ル
︑
ス

ウ
ィ
フ
ト
︑
ポ
ー
プ
︑
デ
フ
ォ
ー
な
ど
の
作
品
に
就
い
て
の
批
評
︶

を
読
ん
で
︑
そ
の
特
異
な
る
見
識
と
︑
そ
の
明
快
な
る
論
断
と
に

敬
服
し
た
自
分
は
︑
敢
て
わ
が
国
に
於
け
る
文
芸
史
家
に
問
い
た
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い
︒﹁
抑
々
わ
が
文
壇
嘗
て
か
く
の
ご
と
き
優
秀
な
る
評
論
的
述

そ
も
そ
も

作
を
持
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
﹂
と
︒

併
し
︑
そ
の
精
細
に
亘
っ
て
評
隲
す
る
こ
と
は
︑
今
自
分
の

ひ
よ
う
し
つ

意
図
す
る
と
こ
ろ
で
な
い
︒
今
自
分
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
︑
云

う
ま
で
も
な
く
創
作
家
と
し
て
の
先
生
を
研
究
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
か
ら
︑
こ
の
興
味
あ
る
︑
且
つ
︑
こ
の
愉
快
な
る
題
目
は
︑
近

き
将
来
に
於
け
る
機
会
に
譲
っ
て
︑
さ
ら
に
精
到
な
る
批
判
を
加

え
て
見
た
い
と
思
う
︒
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