




﹃
行
人
﹄
と
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
の
実
験
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﹃
行

人
﹄

﹃
行
人
﹄
は
次
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
と
あ
わ
せ
て
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄

に
語
ら
れ
た
﹁
須
永
の
話
﹂
の
延
長
︵
発
展
︶
で
あ
っ
た
︒﹁
須

永
の
話
﹂
で
愛
し
な
が
ら
愛
し
合
え
な
い
男
女
関
係
を
描
い
た
作

者
は
︑
こ
こ
で
は
融
和
し
得
な
い
夫
婦
関
係
を
中
心
と
し
た
家
の

生
活
を
材
料
と
し
て
︑
限
り
な
い
懐
疑

︱
と
い
う
よ
り
ひ
と
に

対
す
る
不
信
と
孤
独
地
獄
の
苦
悩
︑
及
び
そ
れ
ら
と
背
中
合
せ
の

も
の
で
あ
る
荒
涼
た
る
生
の
趣
き
を
主
と
し
て
追
求
し
た
の
で
あ

る
︒
そ
れ
だ
け
は
尽
さ
ぬ
意
図
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
︑
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結
果
的
に
は
少
く
と
も
そ
れ
を
主
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒

大
正
元
年
の
十
二
月
か
ら
翌
二
年
の
十
一
月
ま
で
か
か
っ
て
完
成

さ
れ
た
長
篇
小
説
で
あ
る
︒﹁
友
達
﹂﹁
兄
﹂﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂﹁
塵

労
﹂
の
四
部
か
ら
成
っ
て
い
る
︒

が
︑
そ
れ
が
そ
う
し
て
は
じ
め
か
ら
主
題
も
追
求
の
方
向
も
決

っ
て
い
た
実
験
小
説
で
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
各
部
分
は
少
く
と
も

﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
場
合
よ
り
ず
っ
と
緊
密
な
関
係
を
も
っ
て
つ
な

ぎ
合
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
尤
も
作
者
は
は
じ
め
﹁
帰
っ

て
か
ら
﹂
ま
で
の
三
部
だ
け
で
作
品
を
完
結
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ

た
の
が
︑
例
に
よ
っ
て
意
外
に
の
び
た
の
と
︑
そ
の
間
に
ま
た
病
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気
で
倒
れ
た
た
め
︑
し
ば
ら
く
休
ん
だ
後
改
め
て
﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂

の
終
り
の
方
と
新
し
い
﹁
塵
労
﹂
一
章
と
を
書
き
加
え
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
と
い
う
︵
小
宮
豊
隆
﹃
漱
石

の
芸
術
﹄
参
照

︶︒
が
︑
そ
れ
は
恐
ら
く
分
量

と
追
求
の
密
度
と
が
変
っ
た
だ
け
で
︑
構
想
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど

の
変
化
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒﹃
彼
岸
過
迄
﹄

の
場
合
に
も
そ
れ
が
髣
髴
さ
れ
ぬ
で
も
な
か
っ
た
よ
う
な
︑
は
じ

め
は
遠
く
方
の
し
か
も
外
側
か
ら
一
見
何
気
な
さ
そ
う
に
た
ぐ
り

は
じ
め
ら
れ
た
糸
︵
網
の
目
︶
が
︑
だ
ん
だ
ん
に
ひ
き
し
ぼ
ら
れ

て
︑
最
後
に
内
側
か
ら
問
題
の
中
心
点
を
浮
き
出
さ
せ
る
と
い
う

運
び
が
︑
こ
こ
に
は
い
か
に
も
段
取
り
正
し
く
進
め
ら
れ
て
い
る
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の
だ
か
ら
︒﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
連
句
的
構
成
の
中
に
朧
ろ
げ
に
浮

び
上
っ
て
来
た
か
た
ち
が
︑
少
く
と
も
こ
こ
で
明
確
に
意
識
化
さ

れ
た
追
求
の
方
法
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
︒

だ
か
ら
こ
の
作
で
は
︑
最
初
の
章
で
あ
る
﹁
友
達
﹂
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
︑
作
者
が
何
を
書
こ
う
と
予
定
し
て
い
る
の
か
を
︑

お
お
よ
そ
に
は
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

見
給
え
︑
そ
こ
に
は
ま
ず
二
つ
の
結
婚
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
︒一
つ
は
い
う
ま
で
も
な
く
岡
田
と
お
兼
さ
ん
の
場
合
で
あ
る
︒

彼
等
は
い
か
に
も
手
軽
く
結
び
合
わ
さ
れ
た
一
組
で
あ
る
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
︒
も
う
一
つ
は
今
現
に
進
行
中
の
お
貞
さ
ん
と
佐
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野
と
の
縁
談
で
あ
る
︒
こ
れ
も
極
め
て
手
軽
く

︱
と
い
う
以
上

に
む
し
ろ
無
責
任
な
ま
で
の
安
易
さ
を
も
っ
て
取
り
進
め
ら
れ
て

い
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
結
婚
と
は
こ
ん
な
に
手
軽
な
も
の
か

と
思
わ
せ
ず
に
お
か
ぬ
よ
う
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
︒

し
か
も
そ
こ
に
は
︑
第
二
の
主
題
と
し
て
︑
人
と
人
と
の
距
離

の
遠
さ

︱
人
と
人
と
は
と
う
て
い
正
し
く
理
解
し
合
え
な
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
二
郎
の
友
人
三
澤
は
二
郎

と
の
約
束
を
破
っ
て
病
院
に
入
っ
た
ま
ま
動
か
な
い
︒
二
郎
か
ら

見
る
と
大
し
た
病
気
で
も
な
さ
そ
う
な
の
に
︑
彼
は
そ
れ
を
非
常

に
重
大
な
も
の
ら
し
く
扱
っ
て
い
る
ば
か
り
か
︑﹁
他
の
病
苦
は

ひ
と
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岡
目
に
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
だ
﹂
と
嘆
息
し
て
み
せ
る
︒
そ
れ
は
い

か
に
も
何
気
な
い
こ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
︑
そ
こ

に
人
間
相
互
が
ほ
ん
と
に
深
く
微
妙
な
内
部
の
消
息
に
は
触
れ
合

え
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
︑
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
深
刻
な
内
容
に
連
な
る
も
の
で
あ
る

た
め
︑
こ
の
話
は
︑
第
三
の
︑
こ
れ
は
破
綻
に
終
っ
た
結
婚
生
活

の
話
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
結
婚
生
活
に
破
れ
て
気
の
違
っ

た
女
の
話
を
持
ち
出
し
て
︑
人
間
は
結
局
気
が
違
わ
ね
ば
本
音
を

漏
ら
さ
ぬ

︱
つ
ま
り
そ
の
真
意
︵
本
体
︶
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
で

あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
三
澤
は
︑
そ
の
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狂
女
の
漏
ら
す
真
実
の
声
と
思
わ
れ
る
も
の
を
︑
そ
れ
が
別
れ
た

夫
に
対
す
る
も
の
か
自
分
に
対
す
る
も
の
か
ほ
ん
と
に
は
わ
か
ら

ぬ
ま
ま
に
︑
自
分
に
対
す
る
も
の
と
信
じ
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ

る
︒
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
真
実
を
欲
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
ほ
ど
に
真
実
を
欲
し
て
い
な
が
ら
普
通

の
状
態
で
は
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
の
だ
と
す
る
と
︑
事
態
は
極
め

て
悲
劇
的
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ず
に
は
い
な
い
︒

の
み
な
ら
ず
︑
そ
う
し
て
相
手
の
真
実
が
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
︑

人
間
は
お
互
に
傷
つ
け
合
っ
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と

も
︑
同
じ
三
澤
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
彼
が
或
る
芸
者
に
酒
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を
の
ま
せ
た
た
め
彼
女
の
病
気
を
悪
化
さ
せ
て
︑
同
じ
病
院
に
重

症
患
者
と
し
て
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

し
か
も
そ
う
し
て
知
ら
ず
に
犯
し
た
罪
の
怖
ろ
し
さ
を
思
う
三
澤

が
案
ず
る
ほ
ど
に
は
︑
誰
も
彼
女
の
こ
と
を
心
配
し
て
い
な
い
︒

母
親
さ
え
落
着
い
た
看
病
は
し
て
や
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
華
や
か

な
稼
業
を
し
て
い
る
女
の
孤
独
さ
と
そ
の
苦
痛
に
静
か
に
た
え
て

い
る
心
細
さ
と
が
そ
こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
︒﹁
忍
耐
の
像
﹂

︱

作
者
は
そ
ん
な
言
葉
を
さ
え
用
い
て
い
た
︒

そ
の
他
な
お
細
か
い
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
け
れ

ど
︑
と
に
か
く
以
上
の
よ
う
な
材
料
を
そ
ろ
え
た
だ
け
で
︑
こ
の
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作
が
︑
お
ろ
そ
か
に
結
び
合
わ
さ
れ
た
が
故
に
理
解
し
合
え
な
い

夫
婦
関
係
の
悲
劇
を

︱
そ
れ
故
の
疑
惑
や
孤
独
感
や
そ
の
間
に

相
互
に
傷
つ
け
合
う
罪
の
怖
ろ
し
さ
な
ど
を
︑
追
求
し
よ
う
と
す

る
意
図
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
︑
朧
ろ
げ
な
ら
ず
推
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
い
わ
ば
作
者
は
こ
こ
で
計
算
し

尽
さ
れ
た
伏
線
を
は
り
め
ぐ
ら
し
た
上
で
︑
お
も
む
ろ
に
予
定
さ

れ
た
主
題
の
展
開
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

だ
か
ら
の
次
の
﹁
兄
﹂
で
は
︑
作
者
は
予
定
通
り
に
こ
の
作
の

主
人
公
一
郎
夫
妻
の
し
っ
く
り
と
融
け
合
わ
ぬ
夫
婦
生
活
を
持
ち

出
し
︑
そ
れ
故
の
妻
に
対
す
る
疑
惑
か
ら
︑
一
郎
が
無
理
に
弟
の
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二
郎
に
妻
の
貞
操
を
試
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
︒
妻
は

い
か
な
る
場
合
に
も
夫
に
対
し
て
貞
潔
で
あ
る
も
の
と
い
う
道
徳

の
支
配
力
を
信
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
︑
と
う
て
い
思
い
つ
か
ぬ

よ
う
な
こ
の
運
び
は
︑
す
で
に
﹃
坑
夫
﹄
な
ど
で
人
間
は
境
遇
や

周
囲
の
条
件
に
よ
っ
て
ど
う
に
で
も
動
か
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で

あ
る
こ
と
を
書
い
て
来
た
漱
石
と
し
て
︑
あ
ま
り
に
も
不
自
然
過

ぎ
た
馬
鹿
々
々
し
い
作
為
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ

け
れ
ど
︑
そ
れ
だ
け
疑
惑
の
深
さ
や
そ
れ
故
に
陥
っ
た
一
郎
の
痴

愚
を
示
す
も
の
に
は
な
ろ
う
︒
そ
ん
な
に
し
て
試
さ
れ
る
な
ど
と

い
う
侮
辱
的
な
扱
い
を
受
け
た
妻
の
直
が
︑
ふ
だ
ん
は
例
の
東
洋
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的
な
﹁
忍
耐
﹂
を
も
っ
て
何
事
も
な
い
よ
う
に
静
か
に
振
舞
っ
て

い
な
が
ら
︑
い
ざ
と
な
る
と
雷
火
に
打
た
れ
る
よ
う
な
﹁
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
﹂
死
を
望
ん
だ
り
︑
男
の
臆
病
さ
を
笑
っ
た
り
︑
か

と
思
う
と
自
分
の
も
う
俯
抜
け
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
を
慨
い
た
り
す
る
の
は
︑
や
は
り
抑
圧
の
重
さ
故
の
欝
屈
や
崩

折
れ
か
か
っ
た
心
の
弱
さ
や
そ
の
間
か
ら
時
あ
っ
て
漏
れ
る
反
逆

の
心
な
ど
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
︒
い
ず
れ
も
索
引
の
つ
け
ら
れ

た
よ
う
な
心
理
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
思
う
し
︑
そ
こ
に
夫
で
あ
る
一

郎
に
よ
っ
て
害
わ
れ
た
彼
女
の
一
面
を
も
見
る
こ
と
が
出
来
る
わ

け
だ
が
︑二
郎
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
多
端
さ
を
理
解
し
そ
こ
ね
て
︑
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結
局
女
は
わ
か
ら
ぬ
も
の
だ
と
い
う
︑
兄
と
同
じ
よ
う
な
結
論
に

到
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
わ
ず
か
に
彼
女
は
兄
の

い
う
よ
う
に
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
な
い
女
な
の
で
は
な
く
︑
は
た
ら
き

か
け
よ
う
で
は
温
く
燃
え
上
ら
せ
る
こ
と
も
出
来
る
女
な
の
だ

が
︑
兄
に
は
そ
の
は
た
ら
き
か
け
方
が
わ
か
ら
ず
︑
嫂
の
方
も
兄

に
対
し
て
同
じ
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
だ
け
を

彼
は
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
何
故
直
が
そ
う
な
っ

た
か
に
つ
い
て
は
こ
の
作
に
は
別
段
の
探
求
は
な
い
け
れ
ど
︑
一

郎
が
ひ
と
り
孤
独
の
底
深
く
沈
湎
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情

に
つ
い
て
は
︑
こ
の
﹁
兄
﹂
の
章
に
か
な
り
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
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述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
第
一
は
彼
が
長
男
と
し
て
︑
家
族
の
誰
か
ら
も
一
目
お
い

た
別
扱
い
を
さ
れ
る
と
い
う
事
情
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
来
た
彼
の

わ
が
ま
ま
が
同
時
に
そ
こ
に
は
計
算
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
旧
い

家
族
制
度
に
お
け
る
長
男
偏
重
が
も
た
ら
す
暗
い
影
で
あ
る
︒
作

品
に
は
ほ
と
ん
ど
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
直
の
場
合
が
︑
こ
れ
に

似
た
旧
い
道
徳
か
ら
来
る
女
性
生
活
へ
の
制
約
の
影
な
の
で
あ
る

こ
と
は
︑
多
く
い
う
を
要
す
ま
い
︒
こ
れ
は
後
の
部
分
で
語
ら
れ

る
こ
と
だ
が
︑﹁
植
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
き
り
動
く
こ
と
が
出
来

な
い
﹂
の
を
そ
の
宿
命
と
し
た
女
性
は
︑
自
分
の
﹁
ス
ピ
リ
ッ
ト
﹂
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に
よ
っ
て
積
極
的
に
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
だ
か
ら
そ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
激
情
は
容
易
に
死
と
結

び
つ
く
よ
う
な
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
極
端
に
い

え
ば
︑﹁
忍
耐
の
像
﹂
を
象
徴
と
す
る
彼
女
等
に
と
っ
て
は
︑
死

ぬ
以
外
に
解
放
が
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
︒
容
易
に
激
情
的
な
動

き
方
を
す
る
千
代
子
の
場
合
に
さ
え
︑
須
永
の
構
え
る
埓
を
踏
み

こ
え
る
自
主
性
や
積
極
性
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
︒

第
二
は
む
し
ろ
神
経
的
な
ま
で
の
潔
癖
さ
と
卒
直
さ
や
正
直
さ

の
尊
重
で
あ
る
︒
二
郎
の
借
金
を
返
す
た
め
の
金
を
︑
母
が
彼
に

は
知
れ
ぬ
よ
う
に
ひ
そ
か
に
手
渡
す
と
い
う
よ
う
な
︑
か
げ
で
こ
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そ
こ
そ
や
る
こ
と
と
か
︑
も
う
昔
ほ
ど
で
も
な
い
父
の
勢
力
を
昔

の
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
り
廻
わ
す
母
の
嘘
と
か
い

う
も
の
が
︑
一
郎
を
反
撥
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
︒
前

者
に
は
ど
こ
か
家
長
的
な
支
配
欲
の
か
げ
が
あ
り
︑
後
者
に
は
単

純
な
誤
信
を
手
段
的
な
欺
瞞
と
見
て
い
る
よ
う
な
︑
か
え
っ
て
す

な
お
で
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
け
れ
ど
︑
と
に
か
く

そ
こ
に
は
資
本
主
義
的
社
会
生
活
の
あ
り
方
と
支
配
さ
れ
た
も
の

の
小
狡
さ
と
に
対
す
る
︑
儒
教
育
ち
の
イ
ン
テ
リ
ら
し
い
反
撥
が

感
じ
ら
れ
る
︒
明
治
時
代
の
多
く
の
作
家
に
と
っ
て
と
同
じ
よ
う

に
︑
漱
石
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
終
始
変
ら
ぬ
立
場
で
あ
っ
た
︒
そ
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の
立
場
を
信
ず
る
が
故
に
︑
彼
は
一
郎
と
と
も
に
︑
自
分
の
方
が

周
囲
の
も
の
よ
り
高
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
の
を
信
ず
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
こ
の
作
の
場
合
に
は
︑
よ
り
以
上
に
注
意
さ
る
べ
き
第
三

の
観
点
と
し
て
︑
学
問
に
対
す
る
否
定
的
な
見
方
の
強
化
が
あ
げ

ら
れ
る
︒
そ
れ
は
既
に
﹃
三
四
郎
﹄
の
頃
か
ら
あ
ら
わ
れ
は
じ
め

て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
次
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
で
は
伝
統
を
無
視
し
た

明
治
文
化
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
特
に
反
省
的
に
追
求
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
︑
こ
こ
で
は
な
お
﹃
三
四
郎
﹄

同
様
の
漠
然
性
を
残
し
て
︑
学
問
す
る
こ
と
が
民
衆
生
活
か
ら
の
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乖
離
を
生
み
︑
学
問
に
精
進
す
る
こ
と
が
社
交
か
ら
遠
ざ
か
ら
せ

る
結
果
に
な
る
の
を
︑
怨
む
に
も
似
た
疑
惑
を
こ
め
て
語
っ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
︒
当
然
究
め
残
さ
れ
た
問
題
は
な
お
多
く
残
る
け

れ
ど
︑
そ
れ
な
り
に
こ
れ
は
︑
従
来
と
か
く
民
衆
一
般
の
意
識
の

低
さ
に
侮
蔑
を
向
け
が
ち
で
あ
っ
た
知
識
人

︱
漱
石
も
そ
の
一

人
で
あ
っ
た

︱
が
︑
改
め
て
自
分
自
身
に
批
判
の
目
を
向
け
は

じ
め
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
反
面
な
お

漱
石
に
は
上
記
の
通
り
の
優
越
意
識
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
︑
こ
れ

は
ま
だ
決
し
て
醇
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
そ
こ

に
彼
に
お
け
る
自
照
性
へ
の
一
歩
前
進
が
認
め
ら
れ
る
の
も
い
う
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ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
と
に
か
く
そ
う
し
て
自
分
の
学
問
を
疑
う
よ

う
に
な
っ
た
一
郎
は
︑
同
時
に
多
知
多
解
の
弊
を
嘆
き
︑
考
え
て

考
え
て
た
だ
考
え
ぬ
く
ば
か
り
で
信
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
苦
し

さ
か
ら
︑
何
も
考
え
な
い
人
間
の
す
な
お
さ
や
素
朴
さ
を
何
よ
り

も
尊
ぼ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
須
永
の
話
﹂

の
作
に
当
る
人
物
と
し
て
︑
こ
の
作
に
は
お
貞
さ
ん
が
ま
ず
そ
う

い
う
彼
に
尊
ば
れ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

以
上
の
諸
点
ほ
ど
直
接
的
に
彼
の
疑
惑
や
孤
独
感
と
結
び
つ
い

て
行
く
も
の
か
ど
う
か
疑
問
だ
け
れ
ど
︑一
郎
に
つ
い
て
は
な
お
︑

彼
が
い
ろ
い
ろ
の
事
件
の
切
断
面
や
情
景
は
鮮
か
に
記
憶
し
て
い
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る
け
れ
ど
︑
そ
の
事
件
の
経
緯
や
は
っ
き
り
し
た
場
所
の
関
係
な

ど
に
は
一
向
注
意
を
向
け
な
い
︑
と
い
う
性
質
の
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
る
︒
物
事
を
秩
序
立
て
た
因
果
の
関
係
に
お
い
て
理
解
し
よ

う
と
す
る
科
学
的
探
求
で
な
く
︑
情
景
の
輪
廓
や
陰
翳
を
楽
し
も

う
と
す
る
低
徊
趣
味
を
態
度
と
す
る
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
︒
そ
れ

は
︑
低
徊
趣
味
の
無
力
さ
に
対
す
る
反
省
が
よ
う
や
く
ほ
ん
と
に

作
者
の
も
の
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
だ
け
作
者
が

正
し
い
因
果
の
関
係
を
つ
か
も
う
と
す
る
写
実
主
義
的
意
欲
に
傾

い
て
来
た
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
も
の
で
あ

る
わ
け
だ
が
︑そ
れ
を
こ
う
し
て
こ
の
作
中
に
持
ち
出
し
た
の
は
︑
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や
は
り
そ
う
い
う
態
度
に
住
す
る
一
郎
の
︑
当
面
す
る
問
題
に
対

す
る
無
力
︵
無
策
︶
さ
を
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
︒
そ
れ
と
も
か
つ
て
﹃
虞
美
人
草
﹄
の
小
野
さ
ん
に
加
え
た

よ
う
に
︑
気
分
や
情
趣
に
ば
か
り
酔
お
う
と
す
る
文
学
者
の
態
度

を
難
じ
て
︑
よ
り
一
義
的
な
道
を
求
め
る
態
度
の
須
要
さ
を
示
唆

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
陰
欝
な
学
者
で
あ
る
一
郎
を
︑

特
に
﹁
詩
人
﹂
と
規
定
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
見
れ
ば
︑
存
外
そ

の
後
者
の
方
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
が
︑
も
し
そ
う

だ
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
一
郎
の
罪
の
意
識
と
遠
く
呼
応
し
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
す
で
に
﹁
友
達
﹂
の
章
に
そ
の
点
へ
の
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伏
線
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
彼
は
彼
自
身
の
存
在
故
に
直
を

傷
つ
け
害
う
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
︑
後
に
は
口
に
出
し
て

語
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹁
須
永
の
話
﹂
の
後
に
出

た
作
品
と
し
て
︑
そ
う
い
う
意
識
の
ほ
の
め
く
の
は
も
と
よ
り
当

然
だ
し
︑
上
記
の
通
り
そ
う
い
う
言
葉
と
結
び
つ
く
よ
う
な
直
の

心
境
的
な
こ
じ
れ
な
ど
も
描
か
れ
て
お
れ
ば
︑
一
郎
自
身
が
後
に

は
よ
り
高
い
心
境
へ
の
希
求
を
も
ら
す
よ
う
に
も
な
る
の
だ
か

ら
︑
そ
う
い
う
意
図
に
即
し
た
追
求
の
気
持
が
こ
の
作
に
あ
っ
た

こ
と
は
否
定
出
来
な
い
︒
か
つ
て
低
徊
趣
味
の
安
易
さ
に
反
撥
し

た
﹃
野
分
﹄
で
は
︑
そ
れ
が
反
撥
と
い
う
程
度
の
浅
い
動
き
で
あ
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っ
た
た
め
に
︑
動
い
た
後
に
も
な
お
他
を
裁
く
と
い
う
気
持
に
し

か
な
れ
な
か
っ
た
作
者
が
︑
こ
う
し
て
深
く
自
分
の
道
を
求
め
ず

に
は
い
ら
れ
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
気
持
を
︑
示
し
は
じ
め
た
と
も
い

え
る
の
で
あ
る
︒
が
︑
こ
の
作
の
﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂
ま
で
で
は
︑

そ
う
い
う
深
刻
な
転
機
に
と
も
な
う
一
郎
の
反
省
や
悔
の
あ
ら
わ

れ
は
ま
だ
定
か
で
な
く
︑
か
え
っ
て
お
貞
さ
ん
の
ス
ポ
イ
ル
さ
れ

る
の
を
怖
れ
て
こ
れ
に
特
別
の
訓
戒
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
︑

何
か
高
い
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
問
題
を
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
な
趣

さ
え
あ
る
た
め
︑
そ
の
点
で
の
感
銘
や
濃
い
印
象
は
ほ
と
ん
ど
な

く
︑
従
っ
て
作
者
は
一
郎
同
様
な
お
低
徊
趣
味
的
な
手
法
を
凝
ら
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し
て
︑
主
人
公
の
孤
独
相
だ
け
を
描
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
の
趣
を
さ
え
感
じ
さ
せ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
意

味
で
は
用
意
さ
れ
た
実
験
の
装
置
が
全
面
的
に
生
か
さ
れ
た
作
品

に
な
っ
て
い
な
い
﹃
行
人
﹄
な
の
だ
と
思
う
︒

が
︑
そ
れ
は
と
に
か
く
︑﹁
兄
﹂
の
章
は
︑
以
上
の
よ
う
な
条

件
の
上
に
立
つ
一
郎
を
紹
介
し
な
が
ら
︑
彼
と
そ
の
妻
と
の
融
け

合
え
ぬ
す
が
た
を
写
し
た
も
の
で
︑
そ
こ
か
ら
二
郎
と
直
の
和
歌

の
浦
行
き
が
強
制
さ
れ
る
と
い
う
︑
乱
暴
な
運
び
が
生
れ
て
来
る

こ
と
は
上
記
の
通
り
だ
が
︑
あ
ら
し
の
夜
の
後
で
無
事
に
帰
っ
た

二
人
か
ら
︑
そ
の
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
す
を
知
ら
さ
れ
た
一
郎
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は
︑
す
っ
か
り
安
心
し
て
気
嫌
も
よ
く
な
り
︑
次
の
章
の
は
じ
め

に
書
か
れ
た
帰
京
の
車
中
で
も
︑
何
の
疑
惑
も
持
た
ぬ
聖
人
の
よ

う
に
眠
る
の
で
あ
る
︵
滝
澤
克
巳
著
﹃
夏

目
漱
石
﹄
参
照

︶︒
自
分
が
悪
か
っ
た
と
思
え

ば
す
ぐ
に
改
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
し
︑
要
す
る
に
こ
の
兄
に
は
そ

う
い
う
人
柄
の
よ
さ
の
あ
る
こ
と
も
い
ろ
い
ろ
と
説
明
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
兄
を
二
郎
と
直
と
の
関
係
が
強
く
刺
戟

す
る
の
は
︑
一
つ
に
は
二
郎
が
自
分
よ
り
前
か
ら
直
と
知
り
合
い

で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
か
ら
ん
で
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒
つ
ま
り
彼
等
夫
妻
は
︑
儀
式
こ
そ
華
や
か
に
取
り
行
わ
れ

た
に
し
て
も
︑
型
通
り
に
外
か
ら
の
力
で
結
び
合
わ
さ
れ
た
二
人
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で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
前
章
の
は
じ
め
か
ら

手
軽
な
結
婚
や
縁
談
の
進
行
を
持
ち
出
し
て
い
た
の
と
︑
呼
応
す

る
事
柄
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒
要
す
る
に
予
定
さ

れ
た
枠
の
中
で
融
け
合
え
ぬ
妻
を
疑
う
一
郎
の
す
が
た
が
︑
一
郎

の
側
に
お
け
る
そ
の
理
由
を
も
こ
め
て
︑
こ
こ
に
は
主
と
し
て
描

き
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

次
の
﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂
で
は
︑
前
章
の
終
り
か
ら
帰
京
の
途
中

で
は
上
記
の
通
り
穏
や
か
に
な
ご
ん
で
い
た
一
郎
の
気
も
ち
が
︑

ま
た
は
げ
し
く
波
立
っ
て
︑
彼
は
つ
い
に
結
婚
と
い
う
形
式
を
疑

い
︑
姦
通
で
も
真
実
の
愛
こ
そ
絶
対
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
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よ
う
に
な
っ
た
り
す
る
︒
た
だ
一
人
の
子
供
で
あ
る
芳
江
が
一
向

彼
に
な
じ
ま
ぬ
こ
と
や
︑
世
俗
的
な
要
領
の
よ
さ
に
生
き
る
こ
と

を
得
意
に
感
じ
て
い
る
父
と
生
活
気
分
の
極
端
に
齟
齬
す
る
こ
と

な
ど
の
上
に
︑
二
郎
と
直
と
の
関
係
を
疑
う
気
持
が
一
そ
う
強
く

な
っ
た
こ
と
が
︑
彼
の
そ
う
い
う
気
も
ち
に
拍
車
を
か
け
て
い
る

の
だ
が
︑
そ
の
結
果
︑
ふ
と
漏
ら
さ
れ
た
﹁
一
人
で
出
る
の
か
﹂

と
い
う
質
問
を
か
け
ら
れ
た
二
郎
が
︑
つ
い
に
家
を
出
て
下
宿
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
ほ
か
︑
彼
は
家
族
の
誰
か
ら
も
一
そ
う
憚

か
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
い
よ
い
よ
深
い
孤
独
の
底
に
落
ち
こ

ん
で
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
恋
人
に
棄
ら
れ
て
盲
目
に
な
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っ
た
女
の
真
実
が
︑
要
領
の
い
い
お
座
な
り
だ
け
に
生
き
る
父
に

よ
っ
て
無
視
さ
れ
た
の
を
一
郎
に
憤
ら
せ
た
り
︑
和
歌
の
浦
行
き

に
つ
い
て
一
向
誠
実
な
報
告
を
し
よ
う
と
し
な
い
二
郎
を
そ
の
父

に
似
て
い
る
と
い
っ
て
非
難
さ
せ
た
り
し
て
い
る
の
で
も
明
か
な

よ
う
に
︑
強
く
真
実
を
求
め
る
が
故
に
か
え
っ
て
深
い
孤
独
に
沈

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
の
悲
哀
な
世
界
が
︑
そ
こ
に
痛
ま

し
く
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

と
同
時
に
︑
そ
う
し
た
兄
の
苦
悩
に
か
ら
ん
で
︑
こ
こ
で
は
二

郎
と
お
重
の
兄
妹
二
人
が
と
か
く
神
経
を
と
が
ら
せ
て
い
が
み
合

っ
て
い
た
り
︑
お
重
は
直
に
は
殊
に
は
げ
し
く
反
撥
し
て
彼
女
と
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芳
子
を
奪
い
合
お
う
と
す
る
か
の
気
配
を
示
し
た
り
︑
母
の
二
郎

や
直
に
対
す
る
疑
惑
が
深
ま
っ
た
り
し
た
あ
げ
く
︑
次
の
﹁
塵
労
﹂

の
章
の
は
じ
め
に
か
け
て
︑
家
全
体
の
空
気
が
だ
ん
だ
ん
に
と
げ

と
げ
し
く
︑
し
か
も
冷
た
く
氷
り
つ
い
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て

行
く
の
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
こ
の
章
は
︑
兄
の
苦

悩
の
深
ま
る
と
と
も
に
︑
彼
の
存
在
が
ど
ん
な
に
周
囲
を
毒
し
て

行
く
か
を
︑
じ
っ
と
見
つ
め
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ

と
い
え
ぬ
こ
と
も
な
い
︒
そ
れ
は
ま
こ
と
に
荒
涼
た
る
世
界
の
す

が
た
で
あ
っ
た
し
︑
そ
の
中
心
に
父
と
一
郎
と
の
気
持
の
齟
齬
が

大
き
な
焦
点
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
の
な
ど
を
重
視
す
れ
ば
︑
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横
に
夫
婦
の
関
係
に
安
住
出
来
な
い
ば
か
り
で
な
く
︑
縦
の
親
子

の
間
に
も
思
想
的
な
親
和
な
ど
容
易
に
望
み
得
な
か
っ
た
時
代
の

不
幸
が
︑
い
よ
い
よ
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
が
︑
そ

う
い
う
視
点
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︑
主

人
公
の
一
郎
に
そ
う
い
う
荒
涼
た
る
空
気
に
対
し
て
一
向
責
任
を

感
じ
て
い
る
ら
し
い
よ
う
す
の
な
い
こ
と
や
︑
二
郎
の
返
事
を
き

く
ま
で
ず
っ
と
こ
だ
わ
り
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
和

歌
の
浦
行
き
の
強
制
に
対
し
て
︑
や
は
り
何
等
の
反
省
ら
し
い
も

の
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
が
︑
少
か
ら
ず
不
思
議
に
思
わ
れ

る
︒
現
象
を
外
側
か
ら
細
か
く
観
察
す
る
だ
け
で
︑
そ
の
由
来
や
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内
側
に
は
触
れ
よ
う
と
し
な
い
作
者
の
低
徊
趣
味
的
態
度
が
︑
こ

こ
で
は
ま
だ
一
郎
の
そ
の
点
に
関
す
る
内
面
の
消
息
は
伏
せ
さ
せ

て
い
る
の
だ
と
い
う
だ
け
で
︑
そ
れ
は
説
明
し
つ
く
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
︒

と
に
か
く
そ
う
い
う
状
態
の
ま
ま
﹁
塵
労
﹂
の
章
に
入
る
と
︑

一
郎
は
つ
い
に
妻
に
対
し
て
手
を
あ
げ
た
り
︑
心
霊
学
に
凝
っ
て

妹
の
お
重
を
気
味
悪
が
ら
せ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
︒
直
が
珍
し

く
二
郎
の
下
宿
を
た
ず
ね
て
︑﹁
植
え
ら
れ
た
以
上
自
分
で
は
動

け
な
い
﹂
境
涯
の
み
じ
め
さ
を
訴
え
た
の
は
︑
恐
ら
く
そ
う
し
て

夫
か
ら
手
を
加
え
ら
れ
た
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
揣
摩
す
れ
ば
︑

し

ま
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そ
こ
に
は
他
の
動
か
し
て
く
れ
る
の
を
待
つ
彼
女
の
ほ
の
か
な
期

待
さ
え
か
く
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

そ
の
頃
一
方
に
は
三
澤
の
新
し
い
縁
談
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
り
︑
そ
の
三
澤
に
よ
っ
て
︑
二
郎
の
た
め
に
も
そ
れ
と
な
い
見

合
い
が
計
画
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
真
実
を
尊
ぶ

友
達
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
見
合
い
は
︑
わ
ず
か
に
相
手
の
横
顔

三
分
の
二
ば
か
り
を
遠
く
の
方
か
ら
眺
め
た
だ
け
で
︑
そ
れ
で
一

応
の
決
意
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
た
め
︑
さ

す
が
の
二
郎
に
も
一
抹
の
疑
惑
と
不
安
と
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お

か
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
は
じ
め
に
持
ち
出
さ
れ
た



36

二
つ
の
結
婚
の
う
ち
︑
懸
案
で
あ
っ
た
お
貞
さ
ん
の
そ
れ
が
﹁
帰

っ
て
か
ら
﹂
で
と
に
か
く
無
事
に
完
了
し
た
後
︑
ま
た
こ
う
い
う

形
の
二
つ
の
縁
談
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
に
は
︑
前
後
照
応
し

て
そ
こ
に
一
つ
の
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
思
わ
せ
ず
に
は

お
か
な
い
︒
限
り
な
い
齟
齬
や
乖
離
や
疑
惑
や
孤
独
の
秘
め
ら
れ

た
苦
悩
を
底
深
く
孕
み
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
人
間
の
生
活
は
一
見

手
軽
く
し
か
も
調
和
的
に
進
行
し
て
い
る
か
に
見
え
る
の
だ
と
い

う
感
傷
が
︑
少
く
と
も
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ

る
︒
そ
れ
と
も
そ
れ
は
周
囲
で
は
そ
う
し
て
事
も
な
く
運
ば
れ
て

行
く
も
の
が
︑
か
え
っ
て
破
綻
の
一
歩
手
前
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
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る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
や
は
り
一
郎
と
い
う
人
間

の
存
在
の
仕
方
に
そ
れ
を
必
然
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
と
い

う
の
で
あ
り
︑
そ
の
一
郎
か
ら
の
影
響
が
二
郎
の
よ
う
な
人
間
に

ま
で
徒
ら
な
疑
惑
や
神
経
性
を
持
た
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
い
う
点
が
十
分
明
確
に
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
︑

漱
石
の
筆
力
な
い
し
描
き
方
の
問
題
が
出
て
来
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
が
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂
で
終
る
つ
も

り
で
あ
っ
た
と
い
う
作
者
の
は
じ
め
の
予
定
で
は
︑
こ
と
に
よ
る

と
こ
こ
ら
に
最
後
の
切
れ
目
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な

い
と
も
思
う
︒
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
懐
疑
と
い
う
も
の
を
示
さ
な
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か
っ
た
二
郎
が
︑
自
分
の
縁
談
に
ぶ
つ
か
っ
て
は
じ
め
て
そ
れ
を

示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
︑
こ
の
作
の
幕
切
れ
と
し
て
か
な

り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
い
と
は
い
え
な
い
の
だ
か
ら
︒
そ
れ
と

も
そ
れ
は
︑
そ
う
し
て
真
剣
に
な
っ
た
二
郎
が
︑
兄
の
問
題
に
も

ま
じ
め
な
関
心
を
示
し
は
じ
め
る
︑
そ
の
キ
ッ
カ
ケ
を
作
っ
た
だ

け
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
に
か
く
︑
上
記
の
通
り

描
い
て
ま
だ
い
ろ
い
ろ
の
点
に
尽
さ
ぬ
も
の
を
残
し
て
い
た
︑
そ

の
不
満
を
補
お
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
︑
作
者
は
以
上
の
よ
う
な

運
び
の
後
で
友
人
の
Ｈ
さ
ん
に
一
郎
を
旅
行
に
つ
れ
出
さ
せ
︑
そ

の
Ｈ
さ
ん
か
ら
二
郎
へ
の
報
告
の
か
た
ち
で
作
の
内
面
を
直
接
委
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曲
的
に
語
ら
せ
た
の
で
あ
る
︒

だ
か
ら
こ
の
部
分
は
︑
そ
れ
ま
で
に
描
か
れ
た
事
柄
に
対
す
る

内
側
か
ら
の
裏
づ
け
で
あ
る
以
上
に
︑
一
郎
の
内
部
へ
の
周
密
な

探
求
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
︑ま
る
で
機
械
化
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
︑

止
ま
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
後
か
ら
後
か
ら
何
か
し
続
け
ず
に
は
い

ら
れ
ぬ
人
間
の
内
部
的
な
衝
迫
の
問
題
に
触
れ
た
り
︑
一
さ
い
の

繋
縛
を
脱
し
て
自
然
と
一
つ
に
融
け
合
い
た
い
解
放
へ
の
希
求
を

打
出
し
た
り
し
て
い
る
間
に
︑
暴
力
を
振
っ
た
後
で
は
す
ぐ
手
を

つ
い
て
あ
や
ま
る
と
い
う
よ
う
な
︑
一
郎
の
反
省
や
反
射
的
な
自

意
識
の
鋭
さ
を
く
り
返
し
描
い
て
い
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
最
後
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に
は
︑
彼
自
身
が
妻
を
傷
つ
け
た
の
だ
と
い
う
︑
罪
の
意
識
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
狂
気
か
死
か
宗
教
か
と
い
う
ギ
リ
ギ

リ
の
と
こ
ろ
ま
で
︑
一
郎
が
つ
れ
て
行
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
︒
そ
う
し
て
結
局
は
︑
半
鐘
が
鳴
れ
ば
そ
れ
は
自
分
が
鳴
っ

た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
︑
絶
対
の
境
地
へ
の
思
慕
が
語
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
禅
宗
的
な
悟
り
の
境
地
は
も
と
よ
り
容
易
に
は
味
解
出
来

な
い
し
︑﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂
ま
で
に
描
か
れ
た
限
り
の
︑
自
責
や

反
省
の
か
げ
の
乏
し
か
っ
た
一
郎
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
の
願
い
は
ま

だ
飛
躍
的
で
あ
り
過
ぎ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
わ
ず
か
に
こ
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の
﹁
塵
労
﹂
の
章
に
示
さ
れ
た
反
省
的
な
態
度
や
罪
の
意
識
と
結

び
つ
け
た
時
︑
そ
の
お
お
よ
そ
が
髣
髴
さ
れ
る
程
度
の
も
の
に
し

か
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
半
鐘
の
音
な
ど
と
い
う
象
徴
的
な

も
の
の
か
わ
り
に
︑
妻
︵
他
︶
の
傷
み
を
自
分
の
傷
み
と
感
ず
る

ひ
と

こ
と
が
出
来
た
ら

︱
そ
う
い
う
境
地
に
邈
出
す
る
こ
と
が
出
来

た
ら
︑
一
さ
い
を
自
分
の
内
部
の
風
景
︵
或
は
問
題
︶
と
し
て
処

理
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
程
度
の

理
解
で
あ
る
︒﹁
帰
っ
て
か
ら
﹂
ま
で
で
︑
人
間
に
対
す
る
不
信

や
孤
独
地
獄
苦
を
見
つ
め
︑
そ
れ
が
周
囲
に
ま
き
ち
ら
す
悲
涼
な

悪
害
を
見
尽
し
て
来
た
漱
石
は
︑
こ
の
﹁
塵
労
﹂
ま
で
来
て
︑
一
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郎
の
自
意
識
や
反
省
を
鋭
く
追
求
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
う
い

う
境
地
に
邈
出
す
る
以
外
に
彼
の
苦
悩
の
解
決
は
あ
り
得
な
い
こ

と
に
想
到
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒
離
れ
て
眺
め
る
だ
け

の
消
極
的
な
自
己
保
身
で
な
く
︑
自
己
解
体
か
ら
脱
却
へ
の
過
程

が
︑
こ
う
し
て
こ
の
章
あ
た
り
か
ら
彼
の
前
に
ひ
ら
け
ず
に
は
い

な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
せ
っ
か
く
﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
代

助
を
退
い
て
守
る
自
己
保
身
か
ら
動
き
出
さ
せ
な
が
ら
︑
松
本
や

須
永
に
ま
で
結
局
は
そ
の
代
助
が
出
て
来
た
と
こ
ろ
に
引
っ
こ
ん

で
し
ま
う
よ
う
な
結
論
を
与
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て

い
た
作
者
が
︑
こ
こ
で
は
じ
め
て
新
し
い
結
論
に
向
い
は
じ
め
た
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の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
そ
れ
が
探
求
と
し
て
一
つ
の
徹
底
を
示
す

も
の
で
あ
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
っ
た
︒

が
︑
直
の
傷
み
を
一
郎
の
傷
み
と
し
て
描
く
こ
と
が
ま
だ
出
来

な
か
っ
た
ば
か
り
か
︑
ま
だ
相
当
に
強
い
優
越
意
識
を
一
郎
に
残

さ
せ
︑
余
人
も
ま
た
彼
と
同
じ
よ
う
に
細
い
針
金
の
上
を
歩
く
べ

き
だ
と
い
う
よ
う
な
要
求
を
持
ち
出
さ
せ
た
り
し
て
い
る﹃
行
人
﹄

で
は
︑
そ
れ
は
ま
だ
混
沌
の
中
に
示
さ
れ
た
一
筋
の
観
念
的
な
希

求
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
生
活
化
さ
れ
た
真
実
と
し
て

表
現
さ
れ
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
が
可
能
に
な

る
た
め
に
は
︑
直
や
一
郎
を
あ
る
が
如
く
に
作
り
上
げ
て
い
る
根
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本
の
事
情
に
迫
っ
て
︑
そ
の
客
観
的
な
事
情
そ
の
も
の
の
中
に
問

題
の
解
決
を
求
め
て
行
く
よ
う
に
な
る
か
︑
で
な
け
れ
ば
︑
直
を

傷
つ
け
る
一
郎
の
罪
の
意
識
を
も
っ
と
深
く
掘
り
下
げ
て
︑
宗
教

的
な
得
脱
の
工
夫
に
沈
湎
さ
せ
る
か
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
︒
次
の
実
験
小
説
と
し
て
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
が
生
ま
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
所
以
だ
し
︑
そ
れ
を
必
至
と
し
た
だ
け
﹃
行
人
﹄
の

実
験
は
十
分
周
到
に
な
し
遂
げ
ら
れ
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
冒
頭
の
章
か
ら
伏
線
と
な
っ
て
い
た
人
間
の
そ
れ
と
は
知

ら
ず
に
犯
す
罪
の
問
題
が
︑
最
後
の
章
で
あ
る
﹁
塵
労
﹂
で
も
う

一
度
観
念
的
に
押
出
さ
れ
る
ま
で
︑
十
分
効
果
的
に
処
理
さ
れ
な
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か
っ
た
こ
と
が
︑
む
ろ
ん
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
こ

の
作
は
︑
は
じ
め
に
も
書
い
て
来
た
よ
う
に
︑﹁
須
永
の
話
﹂
の

主
題
の
中
か
ら
︑
人
間
へ
の
不
信
と
孤
独
地
獄
の
悲
涼
さ
だ
け
を

主
と
し
て
抽
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
︑
印
象
を
与
え

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
︒
複
雑
な
も
の
を
持
ち
な
が

ら
作
品
に
は
そ
の
一
面
の
消
息
だ
け
を
盛
り
こ
む
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
の
を
常
と
し
た
よ
う
な
初
期
以
来
の
こ
の
作
者
の
作
風
が

思
わ
れ
る
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
な
り
に
︑
こ
れ
を
そ
う
し
た
人
間
関

係
の
能
動
や
そ
れ
故
の
荒
涼
た
る
生
の
す
が
た
を
描
い
た
だ
け
の

も
の
と
見
て
も
︑
深
刻
な
感
銘
が
あ
る
の
は
否
定
出
来
ま
い
と
思
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う
︒
縦
の
親
子
の
関
係
に
も
横
の
夫
婦
や
兄
弟
の
関
係
に
も
︑
い

ろ
い
ろ
の
断
絶
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
明
治
時
代
の
人
間
生

活
の
不
幸
を
︑
そ
れ
は
少
く
と
も
最
も
深
刻
に
描
き
出
し
た
も
の

の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
家
と
か
結
婚
と
か
い
う
も

の
の
あ
り
方
と
根
深
く
か
ら
み
合
っ
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
い
え

ば
︑
こ
れ
を
間
接
的
な
が
ら
明
治
時
代
の
家
の
暗
さ
を
描
い
た
作

品
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
い
う
点
で
の
深
刻
さ
に
お
い
て
特
徴
的
で
あ
る
と
と
も

に
︑
は
じ
め
か
ら
結
論
の
わ
か
っ
た
世
界
の
内
側
に
︑
網
の
目
を

ひ
き
し
ぼ
る
よ
う
な
か
た
ち
の
追
求
を
加
え
て
行
く
と
い
う
こ
の
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作
の
構
成
法
が
︑
破
っ
て
出
る
と
い
う
積
極
的
な
発
展
性
を
見
失

っ
た
心
境
を
︑
そ
れ
と
な
く
示
唆
す
る
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
も
︑
注
意
さ
れ
て
い
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
︒

︵
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
稿
︶
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﹃
こ
ゝ
ろ
﹄

縦
に
も
横
に
も
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
人
間
の
孤
独
な
す
が
た

を
見
つ
め
る
と
と
も
に
︑
そ
の
孤
独
の
底
で
互
に
傷
つ
け
合
わ
ず

に
は
い
な
い
人
間
の
罪
深
さ
を
描
こ
う
と
し
た
﹃
行
人
﹄
は
︑
上

記
の
通
り
そ
の
後
の
方
の
主
題
を
十
分
書
き
生
か
す
と
こ
ま
で
は

行
き
得
な
か
っ
た
︒
結
婚
す
る
気
も
な
い
千
代
子
の
た
め
に
嫉
妬

す
る
ば
か
り
か
︑
高
木
の
頭
に
重
い
文
鎮
を
う
ち
こ
む
自
分
の
す

が
た
を
幻
想
し
て
愕
然
と
し
た
須
永
市
藏
を
書
い
た﹃
彼
岸
過
迄
﹄

の
作
者
は
︑
当
然
そ
こ
に
満
さ
れ
ぬ
気
持
の
残
る
の
を
感
じ
た
ろ
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う
︒
次
の
実
験
小
説
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
は
そ
の
不
満
の
中
か
ら
生
れ
て

来
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
︒
大
正
三
年
四
月
か
ら
八
月
ま
で
や
は

り
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
︒

例
に
よ
っ
て
小
宮
豊
隆
の
﹃
漱
石
の
芸
術
﹄
に
よ
れ
ば
︑
こ
の

時
の
作
者
は
幾
つ
か
の
短
篇
を
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
︑
そ
の
一

つ
に
予
定
さ
れ
た
﹁
先
生
の
遺
書
﹂
が
新
聞
小
説
と
し
て
百
回
を

越
え
る
長
編
小
説
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
︒

﹁
忍
耐
の
像
﹂
で
あ
る
と
同
時
に
解
け
な
い
﹁
謎
﹂
で
あ
る
女
性

の
問
題
や
︑
学
問
が
知
識
人
と
民
衆
一
般
と
の
間
に
越
え
が
た
い

溝
を
作
る
こ
と
の
ふ
し
ぎ
さ
な
ど
が
︑
上
記
の
通
り
﹃
行
人
﹄
に
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は
新
し
い
主
題
と
し
て
浮
び
上
っ
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ
が
ま
だ
ま

と
も
に
は
取
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
︑
十
分
追
求
し
き
ら
れ

て
は
い
な
か
っ
た
り
し
た
︒
予
定
さ
れ
た
短
篇
の
中
に
は
︑
こ
と

に
よ
る
と
そ
ん
な
主
題
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
と

思
う
︒
少
く
と
も
そ
の
後
者
が
予
定
さ
れ
た
主
題
の
一
つ
に
な
っ

て
い
た
こ
と
は
︑﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
の
構
造
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る

よ
う
だ
︒

﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
は
﹁
先
生
と
私
﹂﹁
両
親
と
私
﹂﹁
先
生
の
遣
書
﹂

と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
成
立
っ
て
い
る
︒
そ
う
い
う
短
篇
を
並

べ
て
︑
こ
れ
を
傍
観
者
︵
或
に
観
察
者
︶
的
な
﹁
私
﹂
と
い
う
副
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人
物
を
も
っ
て
つ
な
ぎ
合
せ
て
い
る
点
で
は
︑
や
は
り
﹃
彼
岸
過

迄
﹄
以
来
の
形
式
を
踏
襲
し
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
上
記
の
よ
う
な

想
像
は
︑
そ
の
後
に
少
く
と
も
﹁
私
﹂
を
主
人
公
と
し
た
一
・
二

章
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
︒
が
︑
そ
れ

の
な
い
現
実
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
と
す
れ
ば
︑
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る

通
り
は
じ
め
の
二
章
の
独
立
性
は
乏
し
く
︑
わ
ず
か
に
﹁
先
生
の

遣
書
﹂
へ
の
導
入
の
役
割
を
果
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
見
ら

れ
る
︒
少
く
と
も
そ
の
部
分
は
︑
主
題
的
な
追
求
が
稀
薄

︱
と

い
っ
て
い
け
な
け
れ
ば
明
確
さ
を
欠
い
て
い
る
た
め
︑
一
見
し
て

は
特
殊
な
意
味
や
重
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
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い
る
の
で
あ
る
︒

が
︑﹃
彼
岸
過
迄
﹄
の
森
本
の
話
に
も
相
当
の
意
味
を
含
め
︑

﹃
行
人
﹄
の
﹁
友
達
﹂
の
章
に
は
見
て
来
た
ほ
ど
の
伏
線
を
ひ
そ

ま
せ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
作
者
は
︑
事
実
は
こ
の
二
章
で
も
相
当

重
大
な
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
そ
れ

が
こ
の
作
の
書
き
出
し
や
そ
れ
に
す
ぐ
続
い
た
﹁
先
生
﹂
と
﹁
私
﹂

と
の
出
あ
い
を
︑
い
ず
れ
も
か
ん
た
ん
に
読
み
過
し
て
は
な
ら
ぬ

も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
夏
休
み
を
鎌
倉
で
過
す
た
め
友
だ

ち
の
宿
に
落
着
い
た
﹁
私
﹂
は
︑
母
が
病
気
だ
か
ら
郷
里
に
帰
れ

と
い
う
電
報
を
受
取
っ
た
友
達
が
︑
そ
の
重
大
な
内
容
を
持
つ
電
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報
を
少
し
も
信
用
し
な
い
の
を
見
た
︒
実
際
は
縁
談
が
待
っ
て
い

る
の
だ
が
︑
そ
れ
に
気
が
す
す
ま
な
い
の
で
帰
省
も
せ
ず
に
い
る

の
だ
と
い
う
︒
少
し
言
葉
は
大
ゲ
サ
だ
が
︑
こ
こ
に
は
い
き
な
り

知
識
人
と
両
親
な
い
し
地
方
の
生
活
と
の
乖
離
が
物
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
次
に
︑
結
局
友
だ
ち
が
帰
郷
し

て
一
人
に
な
っ
た
﹁
私
﹂
は
︑
或
日
西
洋
人
と
つ
れ
立
っ
て
来
た

先
生
が
︑
大
勢
の
人
々
の
ば
ち
ゃ
ば
ち
ゃ
や
っ
て
い
る
浅
い
と
こ

ろ
を
通
り
越
し
て
︑誰
も
い
な
い
沖
の
方
で
し
ば
ら
く
泳
い
だ
後
︑

ま
た
す
う
っ
と
上
っ
て
来
て
そ
の
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
う
の
を
見
︑

そ
う
い
う
や
り
方
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
︑﹁
非
社
交
的
﹂
な
先
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生
に
近
づ
く
の
で
あ
る
︒
大
勢
の
人
々
と
は
離
れ
た
沖
の
方
で
西

洋
人
と
た
だ
二
人
優
遊
す
る
﹁
非
社
交
的
﹂
な
﹁
先
生
﹂
と
い
う

こ
と
に
は
む
ろ
ん
寓
意
が
あ
る
で
あ
ろ
う
し
︑
と
す
れ
ば
そ
の
寓

意
が
何
で
あ
る
か
は
︑
わ
ざ
わ
ざ
説
明
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

﹃
行
人
﹄
で
学
問
が
民
衆
と
知
識
人
を
距
て
る
も
の
と
な
る
こ
と

を
な
げ
い
て
い
た
ば
か
り
か
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄
で
西
洋
の
模
倣
的

な
輸
入
が
わ
が
国
の
文
化
を
浅
薄
に
歪
ん
だ
も
の
と
し
て
い
る
こ

と
を
怒
っ
て
い
た
作
者
を
知
る
も
の
に
と
っ
て
︑
こ
れ
は
作
者
が

い
よ
い
よ
そ
の
問
題
に
切
り
こ
も
う
と
す
る
姿
勢
を
と
り
は
じ
め

た
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
思
わ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
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い
る
の
で
あ
る
︒﹃
そ
れ
か
ら
﹄
の
上
記
部
分
と
似
た
よ
う
な
内

容
の
﹃
現
代
日
本
の
開
化
﹄︵
明
治
四

十
四
年

︶
の
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た

作
者
で
あ
る
︒

そ
う
い
う
も
の
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
書
出
し
を
も
っ
て
は
じ

め
ら
れ
た
﹁
先
生
と
私
﹂
に
は
︑﹁
私
﹂
の
先
生
に
対
す
る
深
い

傾
倒
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
月
に
一
度
た
だ
一
人
で
友
人
の
墓
に
お

参
り
す
る
こ
と
と
︑
細
君
を
深
く
い
た
わ
り
な
が
ら
時
折
音
楽
会

や
小
旅
行
な
ど
に
出
か
け
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
︑
別
段
何
を
し
て

い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
先
生
に
ひ
か
れ
て
︑
先
生
が
社
会
に
立

っ
て
働
こ
う
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
情
な
ど
を
︑﹁
私
﹂
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は
何
と
か
し
て
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

次
の
﹁
両
親
と
私
﹂
の
章
に
書
か
れ
た
父
に
対
し
て
は
︑
彼
が
す

で
に
死
病
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
の
を
︑
案
じ
な
い
の
で
は
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
特
に
そ
の
た
め
に
ど
う
す
る
と
い
う
の
で
も

な
い
︒
大
事
な
と
こ
ろ
に
行
く
と
ぼ
か
さ
れ
た
り
逃
げ
ら
れ
た
り

し
て
し
ま
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
先
生
と
話
し
て
い
れ
ば
一
向
あ

き
な
い
の
に
︑
父
と
は
何
一
つ
話
す
こ
と
も
な
く
︑
わ
ず
か
に
炬

燵
の
中
で
将
棋
を
さ
す
く
ら
い
の
こ
と
し
か
出
来
な
い
︒
そ
れ
さ

え
す
ぐ
に
あ
き
て
欠
伸
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
大
学
を
卒
業
し
た
彼

の
た
め
に
田
舎
風
の
大
ゲ
サ
な
お
祝
い
を
し
て
く
れ
よ
う
と
す
る
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こ
と
な
ど
︑
む
し
ろ
滑
稽
な
迷
惑
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
︒
し
ま

い
に
は
も
う
危
篤
状
態
に
入
っ
て
い
る
父
に
置
手
紙
を
し
て
︑
思

い
が
け
な
い
遣
書
を
と
ど
け
て
よ
こ
し
た
先
生
の
と
こ
ろ
に
駈
け

つ
け
て
し
ま
う
︒

︱
こ
の
対
比
は
い
う
ま
で
も
な
く
﹁
よ
け
い

者
﹂
化
し
た
知
識
人
と
素
朴
な
か
わ
り
に
旧
い
習
慣
に
な
ず
ん
で

い
る
田
舎
の
人
々
︑
な
い
し
彼
等
の
生
活
ぶ
り
の
距
離
を
︑
具
体

的
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
だ
か
ら
人
々
が
大
学
を
出

た
ら
す
ぐ
に
就
職
し
て
何
か
す
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
の
に
︑

﹁
私
﹂
は
一
向
就
職
な
ど
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
し
︑
先
生
も
は

じ
め
か
ら
そ
ん
な
こ
と
で
心
配
し
て
く
れ
る
よ
う
な
人
と
し
て
は
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描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
わ
が
国
の
近
代
を
特
徴
づ
け
た
輸

入
文
化
が
︑
単
な
る
輸
入
文
化
で
あ
る
が
故
に
民
衆
の
中
に
根
を

下
ろ
さ
ず
︑
そ
の
意
味
で
浮
上
っ
た
文
化
人
の
世
界
を
形
造
く
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
た
ち
が
︑
と
に
か
く
そ
こ
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
文
化
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
歪
ん

で
い
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
点
で
民
衆
生
活
か
ら
乖
離
し
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
の
か
が
︑
具
体
的
に
は
少
し
も
描
か
れ
て
い
な
い

た
め
に
︑
書
き
方
が
象
徴
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
寓
意
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
る
の
は
︑
上
記
の
よ
う
な
冒
頭
だ
け
か
ら
で
も
感
じ

ら
れ
よ
う
︒
そ
れ
に
作
者
は
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
す
べ
て
学
問
を
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す
る
こ
と
の
弊
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
趣
も
あ
っ
た
︒

先
生
も
遠
く
東
京
で
学
問
し
た
た
め
家
を
失
っ
た
し
︑﹁
私
﹂
の

と
こ
ろ
で
は
父
の
死
後
ど
ち
ら
も
郷
里
に
住
み
つ
く
ま
い
と
し
て

﹁
私
﹂
と
兄
と
が
争
っ
て
い
る
︒
兄
も
ま
た
遠
く
家
を
離
れ
て
九

州
の
方
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
行
人
﹄
で
は
一
郎
が
学

問
に
打
込
ん
だ
か
ら
非
社
交
的
に
な
っ
た
と
書
い
て
い
た
し
︑
こ

う
し
て
す
べ
て
を
学
問
の
せ
い
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
︑
ふ
と
考

え
た
こ
と
に
何
も
か
も
ひ
き
つ
け
て
行
か
ず
に
は
い
な
い
と
い
う

よ
う
な
︑
例
の
一
途
な
偏
癖
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
そ
う

い
う
問
題
へ
の
漱
石
の
理
解
力
に
ま
だ
相
当
の
お
ぼ
め
か
し
さ
が
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あ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
も
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
ぬ
わ
け
だ

が
︑
と
に
か
く
そ
こ
に
︑
地
に
足
の
つ
か
ぬ
近
代
的
知
識
人
の
生

活
に
対
す
る
︑
作
者
の
鋭
い
反
省
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な

い
︒
少
く
と
も
﹃
野
分
﹄
の
頃
ま
で
は
学
問
に
強
い
誇
り
を
感
じ
︑

そ
う
い
う
自
分
の
優
越
を
信
じ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
漱
石
と
し

て
︑
こ
れ
は
す
で
に
深
い
悲
し
み
と
悔
い
と
を
こ
め
た
懺
悔
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
一
見
安
易
な

導
入
部
と
の
み
受
取
ら
れ
そ
う
な
﹁
先
生
と
私
﹂
や
﹁
両
親
と
私
﹂

の
章
も
︑
そ
う
見
て
来
れ
ば
決
し
て
軽
く
は
見
過
さ
れ
ぬ
も
の
に

な
る
の
だ
と
思
う
︒
か
つ
て
二
葉
亭
が
﹃
浮
雲
﹄
の
お
勢
に
見
た
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問
題
が
︑
こ
う
し
て
新
し
く
主
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
打
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒そ
の
意
味
で
こ
れ
は
直
ち
に﹃
そ

れ
か
ら
﹄
の
世
界
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

が
︑﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
に
お
け
る
よ
り
主
要
な
見
ど
こ
ろ
が
︑
第
三

章
の
﹁
先
生
の
遺
書
﹂
に
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
い
う
ま
で
も
な

い
︒
遊
学
中
伯
父
に
裏
切
ら
れ
た
先
生
は
︑
そ
の
恋
愛
に
お
い
て

自
分
の
汚
さ
の
た
め
友
人
を
殺
し
た
︒
与
え
ら
れ
た
条
件
次
第
で

簡
単
に
そ
う
い
う
過
ち

︱
罪
を
犯
す
よ
う
に
素
質
づ
け
ら
れ
て

い
る
人
間
に
対
す
る
怖
れ
が
︑
こ
う
し
て
先
生
を
も
う
動
け
な
い

人
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
高
木
の
頭
に
文
鎮
を
打
込
も
う
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と
し
た
須
永
の
問
題
が
︑
こ
こ
ま
で
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
︑﹃
行
人
﹄
で
は
ま
だ
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
一
郎

の
罪
の
意
識
も
︑
定
着
す
べ
き
と
こ
ろ
に
定
着
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒﹃
行
人
﹄
の
孤
独
地
獄
苦
は
ま
だ
主
と
し
て

は
他
を
信
じ
ら
れ
な
い
が
故
の
苦
悩
で
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
そ
の
苦

悩
に
は
な
お
優
越
意
識
が
か
ら
み
つ
い
て
い
た
︒
こ
う
し
て
他
ど

こ
ろ
で
は
な
い
自
分
さ
え
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
先
生
の
世
界

は
︑
も
う
私
を
さ
え
断
滅
し
た
虚
無
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
︒
そ
こ
で
死
な
ず
に
生
き
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
も

う
一
さ
い
の
私
を
棄
て
た
奉
仕
の
生
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
︒
激
動
の
中
で
死
ぬ
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
先
生
は
︑
だ
か
ら

せ
め
て
汚
れ
の
な
い
﹁
純
白
な
も
の
﹂
を
守
ろ
う
と
し
て
︑
細
君

へ
の
奉
仕
的
な
生
活
に
入
っ
た
の
で
あ
る
︒
動
く
こ
と
を
怖
れ
て

社
会
と
の
交
渉
を
断
つ
こ
と
を
覚
悟
す
る
と
同
時
に
︑
若
い
﹁
私
﹂

を
前
に
し
て
わ
ざ
わ
ざ
﹁
細
君
の
た
め
に
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
口
に
す
る
先
生
が
そ
こ
に
生
れ
た
︒﹁
一
筆
が
き
の
朝
顔
﹂
や

﹁
お
貞
さ
ん
﹂
は
︑
こ
う
し
て
こ
の
作
に
描
か
れ
た
細
君
の
よ
う

な
︑﹁
純
白
な
も
の
﹂
に
と
晶
華
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒
従
来

﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
が
漱
石
作
中
で
も
特
に
重
視
さ
れ
て
来
た
の
は
︑
こ

う
い
う
点
に
示
さ
れ
た
作
品
と
し
て
の
深
さ
の
た
め
で
あ
っ
た
︒
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そ
れ
は
む
ろ
ん
正
し
い
評
価
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
︑
そ
う
し

て
い
わ
ば
一
種
の
宗
教
的
得
脱
に
入
っ
た
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え

る
先
生
が
︑
や
は
り
そ
の
﹁
純
白
な
も
の
﹂
を
汚
す
の
を
怖
れ
て

出
来
る
だ
け
自
然
死
を
装
い
な
が
ら
︑
結
局
妙
な
か
た
ち
の
自
殺

を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
に
は
︑
そ
の
点
と
の
関
連
だ
け

か
ら
で
は
説
明
し
き
れ
ぬ
も
の
が
残
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
尤

も
そ
れ
も
︑
た
だ
死
ぬ
べ
き
折
を
待
っ
て
い
た
先
生
が
︑
た
ま
た

ま
そ
の
機
会
を
得
た
だ
け
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
れ

ま
で
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
け
れ
ど
︑
少
く
と
も
そ
こ
に
死
ん
だ
友

人
に
対
す
る
贖
罪
意
識
を
食
み
出
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
の
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で
あ
る
こ
と
も
︑
争
え
ぬ
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒

私
は
Ｋ
の
死
因
を
繰
り
返
し

く
考
へ
た
の
で
す
︒
其
当
座
は

頭
が
た
だ
恋
の
一
字
で
支
配
さ
れ
て
ゐ
た
所
存
で
も
あ
り
ま
せ
う

せ

い

が
︑
私
の
観
察
は
寧
ろ
簡
単
で
し
か
も
直
線
的
で
し
た
︒
Ｋ
は
正

し
く
失
恋
の
た
め
に
死
ん
だ
も
の
と
す
ぐ
極
め
て
し
ま
っ
た
の
で

す
︒
し
か
し
段
々
落
着
い
た
気
分
で
︑
同
じ
現
象
に
向
っ
て
見
る

と
︑
そ
う
容
易
く
は
解
決
が
着
か
な
い
や
う
に
思
は
れ
て
来
ま
し

た
や
す

た
︒
現
実
と
理
想
の
衝
突

︱
そ
れ
で
も
ま
だ
不
充
分
で
し
た
︒

私
は
仕
舞
に
Ｋ
が
私
の
や
う
に
た
っ
た
一
人
で
淋
し
く
っ
て
仕
方
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が
な
く
な
っ
た
結
果
︑
急
に
所
決
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
疑

ひ
出
し
ま
し
た
︑
さ
う
し
て
又
慄
と
し
た
の
で
す
︒
私
も
Ｋ
の
歩

ぞ
つ

い
た
路
を
Ｋ
と
同
じ
や
う
に
辿
っ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
予
覚
が
︑

折
々
風
の
や
う
に
私
の
胸
を
横
過
り
始
め
た
か
ら
で
す
︒

こ
こ
に
は
む
ろ
ん
自
分
さ
え
な
い
虚
無
の
世
界
の
冷
厳
さ
に
戦

慄
す
る
気
持
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
罪
の
意
識
と

不
可
分
な
も
の
で
な
い
に
は
相
違
な
い
が
︑
そ
れ
が
特
に
﹁
現
実

と
理
想
の
衝
突
﹂
な
ど
を
持
出
し
た
上
で
︑﹁
淋
し
さ
﹂
と
い
う

角
度
か
ら
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
︑
や
は
り
﹁
先
生
と
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私
﹂
や
﹁
私
と
両
親
﹂
に
語
ら
れ
て
来
た
こ
と
と
も
︑
一
筋
の
つ

な
が
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
ら
れ
る
︒
誤
っ
た
学
問

の
た
め
に
︑
郷
党

︱
一
さ
い
の
伝
統
か
ら
も
民
衆
か
ら
も
は
な

れ
た
と
こ
ろ
に
︑
孤
独
な
生
を
送
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
﹁
淋
し

さ
﹂
で
あ
る
︒
人
間
の
罪
深
さ
を
怖
れ
る
が
故
に
︑
動
け
な
く
な

っ
た
人
と
し
て
の
み
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
先
生
も
︑
反
面
そ
ん

な
罪
の
意
識
な
ど
な
く
て
も
︑
や
は
り
社
会
的
に
は
動
け
ぬ
﹁
よ

け
い
者
﹂
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
大
学
を
卒
業
し
な
が
ら
︑

就
職
は
愚
か
︑
何
を
し
よ
う
と
す
る
気
に
な
っ
て
い
る
の
で
も
な

い
﹁
私
﹂
は
︑
む
ろ
ん
そ
う
し
た
﹁
よ
け
い
者
﹂
の
卵
だ
し
︑
そ
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う
思
え
ば
先
生
も
ま
た
彼
に
何
を
さ
せ
よ
う
と
も
考
え
て
は
い
な

い
で
は
な
い
か
︒
こ
の
作
で
は
は
じ
め
か
ら
イ
ン
テ
リ
と
は
そ
う

い
う
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
と
す
れ

ば
︑
そ
う
い
う
先
生
の
感
ず
る
﹁
淋
し
さ
﹂
は
︑
一
つ
裏
返
せ
ば

そ
う
い
う
イ
ン
テ
リ
を
作
り
上
げ
た
学
問
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て

仕
事
を
し
て
来
た
も
の
の
︑
悔
い
と
犢
罪
と
の
気
も
ち
に
連
な
る

も
の
と
も
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
乃
木
大
将
と
と
も
に
明
治
天
皇

の
あ
と
を
追
う
気
に
な
っ
た
先
生
の
﹁
殉
死
﹂
に
は
︑
そ
う
い
う

意
味
で
の
犢
罪
的
な
気
も
ち
も
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
︒
と
も
す
れ
ば
父
の
病
気
を
軽
視
し
よ
う
と
す
る
﹁
私
﹂
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に
い
ろ
い
ろ
の
警
告
を
与
え
た
り
︑
看
病
し
て
い
る
は
ず
の
﹁
私
﹂

を
呼
び
よ
せ
よ
う
と
し
た
自
分
の
過
ち
を
強
く
詑
び
た
り
し
て
い

る
ば
か
り
か
︑
そ
の
死
に
お
い
て
﹁
私
も
す
ぐ
お
後
か
ら
﹂
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
﹁
私
﹂
の
父
と
同
じ
よ
う
な
人
間
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
︑
そ
の
こ
と
を
相
当
強
く
感
じ
さ

せ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
先
生
の
死
は
近
代
知
識
人
︵
文
化
人
︶
へ

の
訣
別
で
あ
り
︑
従
っ
て
素
朴
に
し
て
謙
虚
な
︵
と
い
う
こ
と
は

求
め
る
心
の
少
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︶
民
衆
の
一
人
と
し
て

の
更
生
へ
の
希
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
散
歩
の
途
上
で
ふ
と
見
か

け
た
二
人
づ
れ
を
嫉
妬
し
た
﹁
私
﹂
を
と
が
め
た
﹁
先
生
﹂
が
︑
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そ
の
﹁
私
﹂
へ
の
処
生
の
参
考
と
し
て
﹁
遺
書
﹂
を
書
い
た
と
い

う
の
も
︑
一
面
に
お
い
て
は
む
ろ
ん
我
執
へ
の
戒
し
め
で
あ
る
と

同
時
に
︑
存
外
そ
ん
な
点
と
の
関
連
も
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
少
く
と
も
︑
こ
う
解
釈
し
た
時
︑﹁
先
生
と
私
﹂

や
﹁
両
親
と
私
﹂
の
章
も
︑﹁
先
生
の
遺
書
﹂
と
緊
密
な
関
係
を

持
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒
先
生
の
死
は
だ
か
ら
つ
ま
り
は

我
執
の
断
滅
と
民
衆
の
生
活
か
ら
乖
離
し
た
近
代
知
識
人
的
な
生

活
か
ら
の
脱
却
を
象
徴
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
そ
の
後
者
が
︑﹁
先
生
の
遺
書
﹂
の
章
に
は
︑
あ
ま
り
に

わ
ず
か
な
影
を
し
か
落
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
︑
新
し
い
主
題
に
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即
し
て
と
か
く
一
面
的
に
な
り
や
す
い
作
者
の
い
つ
も
の
探
求
態

度
が
思
わ
れ
る
と
と
も
に
︑﹁
先
生
と
私
﹂
と
﹁
両
親
と
私
﹂
の

二
章
に
せ
っ
か
く
伏
線
を
伏
せ
な
が
ら
︑
こ
う
し
て
そ
れ
を
十
分

生
か
し
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
は
じ
め
に
書
い
た
よ
う
に
こ
の

後
に
な
お
﹁
私
﹂
を
中
心
と
し
た
一
・
二
章
を
予
定
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
な
ど
と
想
像
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
︒
そ

の
想
像
は
︑
こ
の
作
の
後
に
書
か
れ
た
﹃
道
草
﹄
が
︑
ど
う
か
す

る
と
そ
の
一
・
二
章
に
当
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
ど

と
も
思
わ
せ
る
︒﹃
道
草
﹄
が
﹃
行
人
﹄
に
主
と
し
て
書
か
れ
た

孤
独
地
獄
苦
と
︑﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
に
主
と
し
て
語
ら
れ
た
我
執
の
醜
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さ
と
を
な
い
合
せ
た
よ
う
な
作
品
だ
と
い
う
こ
と
も
︑
必
ず
し
も

そ
う
い
う
想
像
と
乖
離
し
き
っ
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
に
思
う
︒

と
に
か
く
︑
そ
ん
な
こ
と
を
思
わ
せ
る
だ
け
︑
全
体
と
し
て
の

﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
に
は
な
お
書
き
尽
さ
れ
ぬ
も
の
の
残
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
の
も
否
定
出
来
な
い
︒
そ
れ
が
﹁
先
生
と
私
﹂
や
﹁
両

親
と
私
﹂
の
章
を
︑
主
題
的
な
追
求
の
稀
薄
な
︑﹁
先
生
の
遺
書
﹂

へ
の
単
な
る
導
入
の
役
割
を
果
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な

い
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
︑
そ
こ

に
一
面
漱
石
の
対
象
に
対
す
る
理
解
不
足
が
示
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
早
く
か
ら
低
徊
趣
味
を
と
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な
え
て
︑
対
象
を
縦
か
ら
も
横
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
に
眺
め
尽
す
こ

と
は
主
張
し
て
い
て
も
︑
そ
れ
は
主
と
し
て
現
象
と
し
て
の
多
面

性
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
複
雑
さ
を
楽
し
も
う
と
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た
た
め
に
︑
そ
の
多
面
性
や
複
雑
さ
を
派
生
さ
せ
る
根
本
的

な
理
由
へ
の
探
求
と
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
︒
知
識
人
と
地
方
の

人
々
と
の
乖
離
や
学
問
す
る
こ
と
と
旧
い
家
の
秩
序
と
が
齟
齬
し

が
ち
な
こ
と
な
ど
を
︑
そ
う
い
う
現
象
と
し
て
は
い
ろ
い
ろ
に
見

て
い
て
も
︑
そ
う
い
う
現
象
を
生
み
出
す
根
本
の
事
情
に
は
想
到

し
得
な
い
た
め
に
︑
そ
の
責
め
を
学
問
す
る
と
い
う
こ
と
に
の
み

求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
だ
︒
そ
れ
が
よ



74

り
根
源
的
な
事
情
に
想
到
し
て
︑
そ
う
い
う
現
象
を
必
至
と
す
る

社
会
そ
の
も
の
の
あ
り
方
や
歪
み
が
︑
同
時
に
個
々
の
人
々
を
も

一
そ
う
歪
め
て
我
執
的
に
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
つ
か
め
た

ら
︑﹁
先
生
の
遺
書
﹂
だ
け
が
前
の
二
章
と
は
切
離
さ
れ
た
よ
う

な
深
刻
さ
を
持
つ
も
の
に
も
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
︑
も
し

ま
た
一
歩
を
進
め
て
︑
人
間
の
罪
深
さ
は
そ
う
い
う
社
会
の
あ
り

方
な
ど
と
は
関
知
し
な
い
絶
対
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
か

に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
︑
怖
れ
と
戦
慄
と
を
誘
わ
ず
に

お
か
ぬ
作
品
と
し
て
の
効
果
は
一
そ
う
深
刻
な
も
の
に
な
る
だ
ろ

う
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
き
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
漱
石
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の
方
法
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
︒と
同
時
に
︑

そ
う
い
う
解
釈
と
は
或
る
意
味
で
反
対
に
︑
例
え
ば
Ｋ
の
死
因
に

つ
い
て
語
っ
た
上
掲
の
一
節
と
か
︑
先
生
の
死
を
決
し
た
気
も
ち

を
﹁
私
﹂
の
父
の
死
に
際
し
て
の
気
も
ち
と
そ
の
意
味
合
い
に
お

い
て
似
通
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
と
か

い
う
よ
う
な
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
記
述
に
︑
非
常
に
重
大
な
意
味
を

こ
め
よ
う
と
す
る
性
癖
が
︑
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
各
章
間
の
連
関
は
十
分
に
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
安
心

を
︑
漱
石
に
持
た
せ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
早
く
か
ら
低
徊
趣
味
を
と
な
え
て
い
た
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漱
石
に
対
し
て
︑
こ
れ
は
一
見
矛
盾
し
た
解
釈
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
け
れ
ど
︑﹃
行
人
﹄
の
﹁
友
達
﹂
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
伏

線
の
置
き
方
な
ど
を
吟
味
す
れ
ば
︑
そ
れ
が
十
分
考
定
さ
れ
る
こ

と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
ひ
と
の
病
苦
は
わ
か

ら
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
人
間
の
内
面
生
活
の
理
解
し
難
さ
を

語
る
こ
と
へ
の
伏
線
と
な
る
世
界
な
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
わ
ず

か
に
語
ら
れ
た
こ
と
に
非
常
に
大
き
な
含
み
の
こ
め
ら
れ
て
い
る

場
合
が
︑
こ
の
作
者
の
作
品
に
あ
っ
て
は
決
し
て
少
く
な
い
の
で

あ
る
︒
そ
れ
が
単
純
の
中
に
複
雑
を
見
る
漱
石
の
頭
の
回
転
を
思

わ
せ
る
反
面
︑
そ
れ
を
た
だ
見
た
だ
け
の
単
純
さ
に
お
い
て
描
い
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て
お
く
こ
と
が
︑
ど
う
か
す
る
と
描
い
て
尽
さ
ぬ
筆
力
の
不
十
分

さ
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
捉
え

た
題
目
に
一
途
に
執
着
し
て
行
く
一
面
的
な
偏
癖
性
と
︑
片
言
隻

語
に
も
こ
う
い
う
含
み
多
さ
へ
の
理
解
を
求
め
る
態
度
と
が
︑
周

囲
の
人
々
の
彼
を
神
経
衰
弱
の
半
狂
人
扱
い
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︑
一
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
く
ら
い
の
も
の
だ
︒

そ
う
い
う
点
を
重
視
す
れ
ば
︑﹁
先
生
と
私
﹂
と
﹁
両
親
と
私
﹂

と
い
う
二
つ
も
の
章
に
︑
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
書
い
て
お
い
た

﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
に
︑
書
き
足
り
ぬ
こ
と
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
と
思

っ
て
い
た
作
者
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
も
思
う
の
で
あ
る
︒
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が
︑
想
像
は
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
全
体
と
し
て
の
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄

が
︑
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
問
題
の
す
べ
て
を
書
き
尽
し
得
た
も
の

で
な
い
の
は
否
定
出
来
な
い
︒
が
︑
そ
れ
な
り
に
そ
れ
が
︑
学
問

や
知
識
人
の
あ
り
方
と
か
知
識
人
と
地
方
人
の
乖
離
と
か
い
う
︑

重
大
な
社
会
問
題
を
捉
え
て
︑
文
学
が
当
然
そ
う
い
う
現
象
を
生

む
社
会
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示

唆
す
る
と
と
も
に
︑
そ
う
い
う
社
会
現
象
と
の
関
連
に
お
い
て
︑

人
間
主
体
の
歪
み
︵
醜
さ
︶
を
吟
味
し
︑
こ
の
点
で
は
そ
の
奥
深

い
と
こ
ろ
ま
で
究
め
尽
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
む
ろ
ん
軽
々

に
見
過
し
て
い
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
人
間
そ
の
も
の
の
批
判
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的
な
吟
味
を
使
命
と
し
た
近
代
文
学
が
︑
こ
う
し
て
よ
う
や
く
そ

の
底
に
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
来
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
︒
人
間
の
根

源
悪
を
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
も
の
と
見
て
︑
避
け
難
く
宗
教
的
な
方

向
を
目
ざ
す
も
の
に
な
る
か
︑
人
間
や
そ
の
生
活
の
歪
み
の
根
源

を
根
本
的
に
は
社
会
悪
の
問
題
に
帰
す
る
も
の
と
見
て
︑
そ
の
方

向
へ
の
闘
い
を
求
め
て
行
く
か
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
近
代
文
学
が

そ
の
方
向
を
変
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
こ
と
を
︑
そ
れ
は
示
唆

せ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
作
の
後
に
﹃
私
の
個
人
主
義
﹄

︵
大
正

四
年

︶
の
よ
う
な
講
演
な
ど
を
示
し
て
︑
な
お
片
づ
き
き
れ
ぬ

心
境
を
思
わ
せ
た
も
の
の
︑
や
が
て
我
執
と
と
も
に
知
性
を
棄
て
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て
︑素
朴
に
し
て
謙
虚
な
生
を
意
図
す
る
よ
う
に
な
っ
た
漱
石
は
︑

そ
の
必
然
の
道
を
前
者
に
即
し
て
半
ば
宗
教
的
な
﹁
則
天
去
私
﹂

の
境
地
を
祈
念
す
る
人
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
点
こ
の

作
に
も
わ
ず
か
な
が
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
通
り
︑
西
洋
の
誤
っ
た

輸
入
の
仕
方
に
過
根
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
当
然
そ
う
い

う
誤
り
を
犯
し
た
知
性
の
不
足
を
反
省
さ
せ
る
べ
き
事
柄
に
な
る

は
ず
で
︑
そ
こ
か
ら
知
性
︵
学
問
︶
の
否
定
に
傾
い
た
の
は
︑
む

し
ろ
意
外
な
飛
躍
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
そ
れ
が
一
人
一
人
の
人
間
を
書
く
こ
と
を
建
前
と
し
︑
一
人

の
人
間
の
中
に
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
見
よ
う
と
し
た
近
代
文
学
で
あ
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っ
た
が
故
に
︑
こ
こ
で
は
す
べ
て
が
一
人
の
先
生
の
中
に
凝
集
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
︑
そ
れ
を
︑
先
生
︑﹁
私
﹂︑
そ
の
兄
な
ど
︑

多
く
の
人
々
の
場
合
を
通
し
て
︑
そ
の
す
べ
て
を
規
制
す
る
よ
り

根
源
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
な
事
情
に
迫
る
と
い
う
知
的
な

操
作
が
︑
少
く
と
も
そ
の
飛
躍
の
前
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
ろ
う
︒﹃
行
人
﹄
の
構
成
が
破
っ
て
出
よ
う
と
す
る
積

極
的
な
意
欲
の
消
磨
を
思
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
前
に
書
い
た

が
︑
相
似
た
構
成
を
持
つ
﹃
こ
ゝ
ろ
﹄
は
︑
そ
の
新
し
い
主
題
を

つ
き
つ
め
た
結
果
︑
こ
う
し
て
と
に
か
く
何
か
し
ら
の
新
し
い
打

開
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
到
達
し
た
こ
と
に
な
る
の
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で
あ
っ
た
︒
そ
の
打
開
を
漱
石
が
十
分
に
成
し
と
げ
た
と
ま
で
は

い
え
ぬ
に
し
て
も
︑﹃
行
人
﹄
に
次
い
で
な
さ
れ
た
こ
の
作
の
実

験
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
所
以
だ
と
思
う
︒そ
れ
だ
け
に
ま
た
︑

﹁
先
生
と
私
﹂
と
﹁
両
親
と
私
﹂
に
お
け
る
主
題
の
追
求
が
︑﹁
先

生
の
遣
書
﹂
の
場
合
ほ
ど
に
も
十
分
に
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
︑
惜
し
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
︒﹁
よ
け
い
者
﹂

的
な
近
代
知
識
人
の
あ
り
方
の
問
題
が
︑
い
つ
の
間
に
か
人
間
一

般
の
根
源
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
飛
躍
も
︑
つ
ま
り
は

そ
の
こ
と
と
の
関
係
に
お
い
て
あ
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
︒
書
く
こ
と
が
少
し
前
後
し
た
が
︑
恐
ら
く
こ
こ
ま
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で
来
た
と
こ
ろ
で
︑
漱
石
は
︑
誤
っ
た
輸
入
の
仕
方
を
問
題
と
す

る
か
わ
り
に
︑
輸
入
さ
れ
た
も
の
自
体
を
否
定
す
る
気
持
に
傾
い

て
し
ま
っ
た
た
め
︑
東
洋
的
な
得
脱
へ
の
飛
躍
を
意
図
せ
ず
に
は

い
ら
れ
ぬ
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
︒﹃
野
分
﹄
で

一
応
脱
却
を
意
図
さ
れ
た
も
の
が
︑
そ
の
脱
却
が
十
分
で
な
か
っ

た
た
め
︑
こ
の
大
事
な
機
会
に
ま
た
強
く
漱
石
に
か
え
っ
て
来
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒

︵
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
︶
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