
は
じ
め
に
　
臨
場
す
る
自
我

「
う
む
」
と
父
は
首う

な
づ肯

い
た
。
自
分
は
亢
奮
か
ら
そ
れ
ら
を
宛ま

る
で然

怒
っ

て
い
る
か
の
よ
う
な
調
子
で
云
っ
て
い
た
。
最
初
か
ら
度
々
母
に
請う

け

合あ

っ
た
穏
や
か
に
、
或
い
は
静
か
に
と
云
う
調
子
と
は
全
く
別
だ
っ
た
。

然
し
そ
れ
は
そ
の
場
合
に
生
れ
た
、
最
も
自
然
な
調
子
で
、
こ
れ
よ
り

父
と
自
分
と
の
関
係
で
適
切
な
調
子
は
他
に
な
い
よ
う
な
気
が
今
に
な

れ
ば
す
る
。

「
然
し
今
迄
も
そ
れ
は
仕
方
な
か
っ
た
ん
で
す
。
只
、
こ
れ
か
ら
先
ま

で
そ
れ
を
続
け
て
行
く
の
は
馬
鹿
気
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
」

叔
父
が
入
っ
て
来
た
。叔
父
は
自
分
の
背う

し
ろ後

に
あ
っ
た
椅
子
に
掛
け
た
。

「
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
で
？
　
お
前
の
云
う
意
味
は
お
祖ば

あ母
さ
ん
が
御
丈

夫
な
内
な
だ
け
の
話
か
、
そ
れ
と
も
永
久
の
心つ

も
り算

で
云
っ
て
い
る
の
か
」

と
父
が
云
っ
た
。

「
そ
れ
は
今
お
父
さ
ん
に
お
会
い
す
る
ま
で
は
永
久
の
気
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
お
祖
母
さ
ん
が
御
丈
夫
な
間
だ
け
自
由
に
出で

入は
い

り
を
赦

し
て
頂
け
れ
ば
よ
か
っ
た
ん
で
す
。
然
し
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
真
か
ら

望
め
る
な
ら
理
想
的
な
事
で
す
」
と
自
分
は
言
い
な
が
ら
一
寸
泣
き
か

か
っ
た
が
我
慢
し
た★
。1 

志
賀
直
哉
の
「
和
解
」
の
一
節
で
あ
る
。

同
時
代
を
生
き
た
小
林
秀
雄
は
、
志
賀
の
偉
大
さ
に
つ
い
て
言
葉
を
尽
く
し

た
。

先
ず
大
抵
の
作
家
の
作
品
は
、
久
し
く
読
ま
ず
に
い
て
又
読
み
返
す

と
、
意
外
に
前
と
違
っ
た
印
象
を
、
い
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
受

取
る
も
の
だ
が
、志
賀
氏
の
作
品
に
は
そ
う
い
う
事
が
な
い
。
例
え
ば「
和

小
林
　
敦
子

「
書
く
私
」
の
文
学

　—

臨
場
す
る
自
我
・
志
賀
直
哉—
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解
」
を
読
み
返
す
。
同
じ
と
こ
ろ
で
感
動
し
、
同
じ
性
質
の
涙
が
出
る
。

僕
は
其
処
に
あ
る
ど
う
し
よ
う
も
な
い
単
純
さ
に
突
き
当
る
。
僕
の
心

が
変
ろ
う
が
変
る
ま
い
が
、
そ
う
い
う
事
に
は
無
関
係
で
、
じ
っ
と
し

て
い
る
単
純
さ
に
突
き
当
る★
。2

…

小
林
の
評
価
は
志
賀
の
文
学
の
本
質
を
的
確
に
突
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
志
賀
の
偉
大
さ
は
、
も
っ
と
大
き
く
展
開
さ
れ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
志
賀
を
同
時
代
の
作
家
た
ち
が
小
説
の
「
神
」
と
ま
で
称
賛
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
志
賀
の
偉
大
さ
と
は
、
小
説
そ
の
も
の
、
あ
る
べ
き
理
想

に
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
形
で
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
は
何
か
。

読
み
返
し
て
も
、
同
じ
と
こ
ろ
で
泣
く
、
と
い
う
言
葉
が
印
象
深
い
。
読
み

返
す—

こ
の
物
語
の
帰
結
を
知
っ
て
い
て
も
、
出
来
事
の
一
連
の
流
れ
を

知
っ
て
い
て
も
、
全
く
同
じ
感
情
が
湧
く
。
繰
り
返
さ
れ
て
も
、
そ
の
都
度
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
感
情
が
起
こ
る
。
こ
れ
は
異
様
な
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の

常
識
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
実
に
希
有
な
こ
と
だ
と
言
え
る
。
繰
り
返
さ
れ

る
の
に
、
褪
せ
な
い
経
験—

同
時
代
の
小
説
家
が
渇
望
し
た
成
就
は
こ
こ
に

あ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
志
賀
の
作
品
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
読
者
に
徹

す
る
な
ら
ば
、
志
賀
の
仕
事
を
そ
の
ま
ま
享
受
す
れ
ば
よ
い
、
し
か
し
書
き
手

の
立
場
に
な
れ
ば
、
や
は
り
な
ぜ
可
能
か
、
問
い
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
特
殊
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
書
き
手
の
立
場
、
と
い
う
の
は
、
実
は
志

賀
の
文
学
の
理
解
の
根
幹
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
林
は
、志
賀
の「
和
解
」に
な
ぜ
非
凡
な
力
が
あ
る
か
、こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
和
解
」
を
読
ん
で
泣
い
た
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

志
賀
氏
の
文
章
が
、
少
し
も
感
傷
的
な
も
の
を
交
え
ず
、
強
い
感
動
に

貫
か
れ
て
い
る
為
だ
。
極
く
当
り
前
な
事
な
の
だ
が
、
現
代
の
夥
し
い

小
説
に
接
し
て
も
、
こ
の
当
り
前
の
経
験
は
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た★
。3 

作
者
で
あ
る
志
賀
が
強
く
感
動
し
て
い
る
か
ら
、こ
の
作
品
に
は
力
が
あ
る
。

平
明
な
事
実
の
よ
う
で
、
こ
れ
も
ま
た
重
大
な
真
理
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
志
賀
は
読
者
の
た
め
に
技
巧
を
凝
ら
す
よ
う
な
作
家
で

は
な
い
。
何
度
読
ん
で
も
感
動
す
る—

例
え
ば
、
そ
う
い
う
課
題
に
応
え
よ

う
と
、
凡
庸
な
書
き
手
が
考
え
る
の
は
、
複
雑
に
多
様
な
要
素
を
盛
り
込
む
こ

と
で
あ
る
。
何
度
読
ん
で
も
、
万
華
鏡
め
い
て
、
新
た
な
（
別
な
）
発
見
が
あ

る
よ
う
に
…
…
し
か
し
小
林
が
き
ち
ん
と
釘
を
刺
し
て
い
る
通
り
、
志
賀
の
作

品
に
そ
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
な
い
。
絶
え
ず
同
じ
一
つ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
経
験
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
　

特
殊
な
技
巧
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
書
き
手
の
感
動
だ
け
が
作
品
を
推
進
し

て
い
く
。
志
賀
自
身
、「
和
解
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
和
解
」
は
事
実
そ
の
ま
ま
書
い
た
。

「
或
る
男
、
其
姉
の
死
」
は
「
和
解
」
以
前
の
事
実
を
出
来
る
だ
け
小

説
に
し
て
書
い
て
み
た
。

前
者
は
此
事
実
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
間
に
書
き
始
め
、
十
五
日
間
で
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書
き
あ
げ
た
。
作
為
も
な
く
、
そ
う
い
う
方
の
苦
労
は
少
し
も
し
な
か
っ

た
。
只
、
書
く
気
持
に
は
常
に
亢
奮
が
あ
っ
た
。

「
和
解
」
は
作
中
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
其
時
約
束
の
仕
事
を
し
て
い

る
最
中
だ
っ
た
が
、
父
と
の
和
解
が
気
持
よ
く
出
来
、
そ
の
喜
び
と
亢

奮
で
、
和
解
の
方
を
材
料
に
し
て
一
ッ
気
に
書
い
て
了
っ
た
。
毎
日
十

枚
平
均
で
半
月
間
に
書
上
げ
た★
。4 

書
き
手
自
身
の
経
験
の
直
接
的
な
感
動
の
延
長
の
ま
ま
に
、
作
品
を
仕
上
げ

る
。
ゲ
ー
テ
の
「
マ
リ
ー
エ
ン
バ
ー
ト
悲
歌
」
の
成
立
に
つ
い
て
も
、
こ
ち
ら

は
悲
痛
な
感
動
で
あ
る
が
、
非
常
に
よ
く
似
た
状
況
が
語
ら
れ
て
い
る
。

「
こ
の
詩
を
書
い
た
の
は
、
マ
リ
ー
エ
ン
バ
ー
ト
を
発
っ
た
直
後
の
こ

と
で
、
ま
だ
体
験
の
生
々
し
い
感
情
が
い
っ
ぱ
い
残
っ
て
い
る
と
き
の

こ
と
だ
っ
た
。
朝
の
八
時
に
、
最
初
の
宿
駅
で
第
一
節
を
書
い
た
。
そ

れ
か
ら
馬
車
の
な
か
で
、
さ
ら
に
詩
作
を
続
け
た
。
そ
う
や
っ
て
頭
の

な
か
で
ま
と
め
た
も
の
を
宿
駅
へ
着
く
ご
と
に
書
き
お
ろ
し
て
い
っ
た

も
の
だ
か
ら
、
夕
方
に
は
も
う
出
来
上
が
り
、
紙
の
上
に
書
き
あ
げ
ら

れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
詩
に
は
た
し
か
な
直
接
性
が
あ
り
、
一
気

呵
成
で
鋳
型
に
注
ぎ
こ
ん
だ
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
が
詩
全
体
に
よ
い

結
果
を
あ
た
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。」

「
そ
れ
と
、
こ
の
詩
に
は
全
体
と
し
て
独
特
な
と
こ
ろ
が
豊
富
に
あ
っ

て
、先
生
の
他
の
詩
と
は
ど
れ
と
も
似
て
い
ま
せ
ん
ね
」
と
私
は
い
っ
た
。

「
そ
れ
は
ね
、こ
う
い
う
わ
け
さ
」
と
ゲ
ー
テ
は
い
っ
た
、「
つ
ま
り
私
は
、

一
枚
の
カ
ル
タ
に
大
枚
の
お
金
を
賭
け
る
よ
う
に
、
現
在
と
い
う
も
の

に
一
切
を
賭
け
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
現
在
を
誇
張
な
し
に
で
き
る

だ
け
高
め
よ
う
と
し
た
の
さ★
。5
」 

「
現
在
」
に
賭
け
る
。
経
験
の
直
接
的
な
延
長
線
上
の
現
在
で
描
く
、
そ
の
よ

う
に
捉
え
る
と
、
私
た
ち
が
理
解
し
や
す
い
小
説
の
方
法
に
な
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
も
う
一
段
、
こ
の
事
態
は
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
。

か
え
り
み
れ
ば
志
賀
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
の
直
接
的
な
延
長
線
上
で
書
い

て
い
る
こ
と
は
稀
な
の
で
あ
る
。「
暗
夜
行
路
」
の
最
終
場
面
は
、
二
十
数
年

前
の
大
山
登
山
の
経
験
に
あ
り
、
ま
た
「
城
の
崎
に
て
」
も
数
年
が
経
過
し
て

い
る
。
む
し
ろ
「
和
解
」
の
よ
う
な
書
か
れ
方
が
突
出
し
て
い
て
独
特
で
あ
る

わ
け
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
和
解
」
は
も
っ
と
も
志
賀
ら
し
さ
が
あ

ら
わ
れ
た
代
表
作
で
あ
り
、「
暗
夜
行
路
」
と
も
本
質
に
お
い
て
隔
た
っ
て
い

る
と
い
う
評
価
は
な
さ
れ
な
い
。
で
は
何
が
同
じ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に

小
林
の
言
葉
を
借
り
る
。

志
賀
氏
の
小
説
の
骨
組
は
非
常
に
簡
明
な
も
の
で
、
描
か
れ
た
世
界
は
、

い
つ
も
そ
れ
を
直
か
に
眺
め
て
得
心
す
る
作
者
の
主
観
を
通
じ
て
整
然

と
現
れ
て
い
る
し
、
題
材
も
殆
ど
作
者
の
実
生
活
上
の
経
験
を
出
ず
、

少
く
と
も
本
質
的
な
意
味
で
は
、
氏
の
作
品
の
悉
く
が
自
伝
だ
と
さ
え

言
え
る★
。6 
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描
か
れ
る
も
の
、「
そ
れ
を
直
か
に
眺
め
て
得
心
す
る
作
者
の
主
観
」—

こ
れ
こ
そ
が
、
志
賀
文
学
の
本
質
で
あ
る
。

よ
り
紐
解
こ
う
。
志
賀
は
何
か
を
小
説
で
描
く
、
描
く
と
き
、
描
い
て
い
る

志
賀
自
身
が
感
心
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
を
描
く
と
き
、
客

観
的
に
描
こ
う
と
し
た
り
、
主
観
的
に
描
こ
う
と
し
た
り
、
と
い
う
腐
心
は
誰

し
も
が
あ
る
。
客
観
的
と
い
う
が
、
一
体
そ
の
よ
う
な
も
の
は
可
能
な
の
か
、

と
い
っ
た
疑
惑
等
含
め
。
だ
が
志
賀
は
そ
う
し
た
水
準
の
問
い
か
ら
主
観
的
描

写
を
選
択
し
た
、と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
単
純
に
過
去
の
自
身
の
出
来
事
を
、

過
去
の
自
己
の
主
観
的
視
点
に
よ
っ
て
描
写
し
た
と
い
う
こ
と
に
、
小
林
の
言

う
「
作
者
の
主
観
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
現
在
性—

今
ま

さ
に
そ
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
「
私
」
が
、
直
接
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
、
小
林
の
驚
嘆
し
た
「
作
者
の
主
観
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
者
は
、
こ

の
出
来
事
を
書
き
な
が
ら
、
感
動
し
て
い
る—

。

志
賀
の
文
学
に
驚
く
と
き
、
私
た
ち
は
つ
ね
に
、
芸
術
作
品
か
ら
実
は
二
つ

の
も
の
見
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
そ
れ
は
描
か
れ
た
対
象
の
真
正
性
で
あ

り
、
描
い
て
い
る
作
者
の
真
正
性
で
あ
る
。

「
書
か
れ
た
も
の
」
と
と
も
に
、「
そ
の
瞬
間
、
書
い
て
い
る
私
」
を
私
た
ち

は
見
て
い
る
。「
書
い
て
い
る
私
」
の
真
正
さ
が
、
私
た
ち
が
圧
倒
さ
れ
る
も

の
の
半
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
人
は
本
気
で
書
い
て
い
る
、
本
気
で
感
動
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
、
私
た
ち
は
拍
手
を
送
る
の
で
あ
る
。

志
賀
と
並
び
、
一
時
代
を
築
い
た
盟
友
、
武
者
小
路
実
篤
も
ま
た
、
そ
う
し

た
「
書
い
て
い
る
私
」
の
直
接
的
な
表
出
に
長
け
て
い
た
。

自
分
の
こ
と
を
か
く
こ
と
は
楽
な
よ
う
で
楽
で
は
な
い
。
第
一
に
自

惚
れ
の
強
い
所
が
な
く
て
は
出
来
な
い
。
こ
の
点
で
僕
は
資
格
が
あ
り

そ
う
だ
。
第
二
に
棄
身
の
人
間
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
。
体
裁
を
か
ま
っ

た
り
、
名
誉
心
が
あ
っ
た
り
、
他
人
の
思
わ
く
を
気
に
し
て
い
て
は
か

け
な
い
。
自
分
は
こ
の
通
り
の
人
間
だ
。
見
る
よ
う
に
見
て
く
れ
。
之

も
自
分
に
は
資
格
が
あ
り
そ
う
だ
。
な
ぜ
か
と
云
う
と
僕
は
他
人
の
思

わ
く
を
あ
ま
り
大
し
た
も
の
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
か
ら

第
三
に
自
分
を
客
観
出
来
る
人
間
で
な
け
れ
ば
駄
目
だ
。
一
人
わ
か
り

に
な
っ
た
り
、
楽
屋
お
ち
に
な
り
す
ぎ
て
は
困
る
。
こ
の
点
も
自
分
は

用
心
し
た
つ
も
り
だ★
。7 

何
の
技
巧
も
な
い
、「
話
も
な
い
」、
直
接
的
な
自
己
の
表
出
に
見
え
る
小
説
、

そ
ん
な
白
樺
派
の
一
人
を
、同
時
代
の
作
家
た
ち
は
小
説
の
頂
点
を
み
な
し
た
。

「
書
く
私
の
真
正
さ
」、
こ
れ
は
文
学
を
理
解
す
る
際
に
、
ひ
ど
く
忘
却
さ
れ

が
ち
な
、
し
か
し
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

一
　
私
小
説
の
意
味

「
書
く
私
の
真
正
さ
」、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
私
小
説
の
文
学
的
意
味
も

わ
か
り
や
す
い
。
私
小
説
で
我
々
が
よ
り
強
く
見
て
い
る
の
は
、「
告
白
さ
れ

た
私
」
よ
り
も
、「
告
白
す
る
私
」
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
醜
悪
な
事
実
を
告

白
し
よ
う
と
す
る
、
書
き
手
の
強
靱
な
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
告
白
さ
れ
た
出

来
事
が
、
読
み
手
に
と
っ
て
、
重
大
な
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
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は
問
題
で
は
な
い
。
私
小
説
は
「
小
説
修
業
」
で
あ
り
、「
人
間
修
業
」
と
も

言
わ
れ
た
。
如
何
に
作
者
が
自
分
自
身
に
切
り
込
め
る
か
が
、
問
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

私
小
説
に
伴
う
大
い
な
る
誤
解
の
一
つ
に
、
事
実
（「
小
説
外
」
の
事
実
）

を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
た
否
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
私
小
説
は
別
段
「
小

説
外
」の
事
実
を
偽
り
な
く
書
く
と
い
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
。「
過

去
の
私
」
を
書
く
こ
と
で
、「
書
く
私
」
を
強
力
に
出
そ
う
、
と
い
う
意
図
が

私
小
説
の
試
み
で
あ
る
。「
書
き
づ
ら
い
こ
と
」
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
、「
書

く
私
」
は
悲
痛
な
強
さ
を
持
っ
て
出
て
く
る
。

あ
る
夕
方
、
節
子
は
岸
本
に
近
く
来
た
。
突
然
彼
女
は
思
い
屈
し
た

よ
う
な
調
子
で
言
出
し
た
。

「
私
の
様
子
は
、
叔
父
さ
ん
に
は
最
早
よ
く
お
解
り
で
し
ょ
う
」

新
し
い
正
月
が
め
ぐ
っ
て
来
て
い
て
、
節
子
は
二
十
一
と
い
う
歳
を

迎
え
た
ば
か
り
の
時
で
あ
っ
た
。
丁
度
二
人
の
子
供
は
揃
っ
て
向
い
の

家
へ
遊
び
に
行
き
、
婆
や
も
そ
の
迎
え
が
て
ら
話
し
込
み
に
行
っ
て
い

た
。
階し

下た

に
は
外
に
誰
も
居
な
か
っ
た
。
節
子
は
極
く
小
さ
な
声
で
、

彼
女
が
母
に
な
っ
た
こ
と
を
岸
本
に
告
げ
た
。

避
け
よ
う
避
け
よ
う
と
し
た
あ
る
瞬
間
が
到
頭
や
っ
て
来
た
よ
う
に
、

思
わ
ず
岸
本
は
そ
れ
を
聞
い
て
震
え
た
。
思
い
余
っ
て
途
方
に
暮
れ
て

し
ま
っ
て
言
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
出
て
来
た
よ
う
な
そ
の
声
は

極
く
小
さ
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
実
に
恐
ろ
し
い
力
で
岸
本
の
耳
の
底
に

徹こ
た

え
た
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
岸
本
は
悄し

お

れ
た
姪
の
側
に
も
居
ら
れ
な
か
っ

た
。
彼
は
節
子
を
言
い
宥
め
て
置
い
て
、
彼
女
の
側
を
離
れ
た
が
、
胸

の
震
え
は
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
す
ご
す
ご
と
暗
い

楼
梯
を
上
っ
て
、
自
分
の
部
屋
へ
行
っ
て
か
ら
両
手
で
頭
を
押
え
て
見

た★
。8 

こ
の
文
章
か
ら
、藤
村
が
「
書
く
私
」
を
滅
却
し
た
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

冷
厳
な
ま
で
に
「
過
去
の
私
」
を
正
確
に
書
こ
う
と
す
る
、
書
き
手
の
強
烈
な

自
我
を
私
た
ち
は
感
じ
る
。

言
葉
を
返
せ
ば
、「
告
白
す
る
私
」が
し
っ
か
り
と
あ
ら
わ
れ
れ
ば
、「
小
説
外
」

の
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。「
私
小
説
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
は
、む
し
ろ
「
小
説
外
」
の
事
実
と
一
致
し
な
い
こ
と
の
方
が
多
い
。

明
ら
か
に
作
者
の
実
体
験
と
異
な
る
も
の
が
、「
私
小
説
」
と
呼
ば
れ
る
も
の

の
中
に
は
無
数
に
混
在
し
て
い
る
。「
事
実
」の
告
白
と
い
う
視
点
で
捉
え
る
と
、

私
小
説
の
試
み
は
か
え
っ
て
わ
か
り
に
く
い
。

私
小
説
と
呼
ん
で
よ
い
か
否
か
、
最
も
わ
か
り
に
く
か
っ
た
の
は
、
白
樺
派

で
あ
ろ
う
。

こ
の
憐
な
自
分
に
本
人
の
鶴
が
い
さ
さ
か
の
同
情
も
も
た
な
い
な
ら
ば

自
分
は
こ
の
縁
談
を
こ
ち
ら
か
ら
お
断
り
し
た
く
思
う
。

縁
談
に
冷
淡
な
の
は
父
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
鶴
が
ど
う
か
し
て
く
れ

る
な
ら
ば
鶴
の
父
も
も
っ
と
ど
う
に
か
な
っ
た
ろ
う
。

鶴
は
自
分
の
こ
と
な
ん
か
、
な
ん
と
も
思
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

鶴
が
な
ん
と
の
思
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
自
分
は
鶴
を
妻
に
す
る
こ
と
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を
好
ま
な
い
、
多
く
の
人
を
わ
ず
ら
わ
し
て
ま
で
鶴
の
夫
に
な
り
た
く

な
い
。
そ
れ
程
お
目
出
度
い
男
に
な
り
た
く
な
い
。

勝
手
に
な
れ
で
あ
る★
。9 

武
者
小
路
実
篤
の
「
お
目
出
度
き
人
」
は
、武
者
小
路
の
実
体
験
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
主
人
公
を
誰
も
が
武
者
小
路
に
重
ね
て
読
む
し
、
ま
た
そ
れ
で

正
し
い
と
感
じ
る
。
虚
構
の
出
来
事
で
あ
り
な
が
ら
、
書
き
手
が
直
接
に
何
も

の
か
を
語
っ
て
い
る
の
を
読
み
手
は
理
解
す
る
。
志
賀
も
同
様
で
あ
る
。
志
賀

に
は
「
和
解
」
を
は
じ
め
「
私
小
説
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
可
能
な
作
品
が
多
く
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
す
べ
て
実
体
験
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
虚
構
の
度
合
い

が
高
い
も
の
も
存
在
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
み
手
は
志
賀
が
直
接
に
自

己
を
語
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
虚
構
が
あ
っ
て
も
、
私
た
ち
は
「
悉
く
が
自
伝

だ
と
さ
え
言
え
る
」
よ
う
に
見
な
す
の
で
あ
る
。

「
書
く
私
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

二
　
反
復
さ
れ
る
経
験
の
直
接
性

「
今
ま
さ
に
書
い
て
い
る
私
」
を
出
す
、
素
朴
な
よ
う
で
、
こ
れ
は
小
説
と
い

う
芸
術
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
困
難
な
相
を
も
つ
。

今
ま
さ
に
書
い
て
い
る
「
私
」
が
、
書
い
て
い
る
事
実
に
感
動
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
書
き
手
自
身
に
そ
の
出
来
事
に
対
す
る
、あ
る
種
の
盲
目
性
、

忘
却
性
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。

例
え
ば
志
賀
は
芥
川
龍
之
介
の「
奉
教
人
の
死
」に
こ
の
よ
う
な
意
見
を
言
う
。

そ
し
て
私
も
芥
川
君
の
も
の
を
評
し
た
が
、
そ
れ
は
よ
く
覚
え
て
い

る
。
そ
れ
は
主
に
芥
川
君
の
技
巧
上
の
欠
点—

わ
ざ
わ
ざ
云
う
必
要

は
な
か
っ
た
が
、
私
は
前
に
そ
れ
を
他
の
人
に
云
っ
て
い
た
の
で
、
蔭

で
云
い
、
前
で
口
を
閉
じ
て
い
る
事
が
何
か
の
場
合
両
方
に
よ
く
な
い

事
が
出
来
る
の
を
恐
れ
る
気
持
だ
っ
た
。

芥
川
君
の
「
奉
教
人
の
死
」
の
主
人
公
が
死
ん
で
見
た
ら
実
は
女
だ
っ

た
と
い
う
事
を
何
故
最
初
か
ら
読
者
に
知
ら
せ
て
置
か
な
か
っ
た
、
と

云
う
事
だ
っ
た
。
今
は
忘
れ
た
が
、
あ
れ
は
三
度
読
者
に
思
い
が
け
な

い
想
い
を
さ
せ
る
よ
う
な
筋
だ
っ
た
と
思
う
。
筋
と
し
て
は
面
白
く
、

筋
と
し
て
は
い
い
と
思
う
が
、
作
中
の
他
の
人
物
同
様
、
読
者
ま
で
一

緒
に
知
ら
さ
ず
に
置
い
て
、
仕
舞
い
で
背
負
投
げ
を
食
わ
す
や
り
方
は
、

読
者
の
鑑
賞
が
そ
の
方
で
引
張
ら
れ
る
為
め
、
其
所
ま
で
持
っ
て
行
く

筋
道
の
骨
折
り
が
無
駄
に
な
り
、
損
だ
と
思
う
と
私
は
云
っ
た
。
読
者

を
作
者
と
同
じ
場
所
で
見
物
さ
せ
て
置
く
方
が
私
は
好
き
だ
。
芥
川
君

の
よ
う
な
一
行
々
々
苦
心
し
て
行
く
人
の
物
な
ら
、
読
者
は
そ
の
道
筋

の
う
ま
さ
を
味
わ
っ
て
行
く
方
が
よ
く
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
勿
体
な
い

話
だ
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
云
っ
た
。
あ
れ
で
は
読
者
の
頭
得
に
は
筋

だ
け
が
残
り
、
折
角
の
筋
道
の
う
ま
さ
は
忘
れ
ら
れ
る
、
そ
れ
は
惜
し

い
事
だ
と
云
う
意
味
だ
っ
た
。

一
体
芥
川
君
の
も
の
に
は
仕
舞
で
読
者
に
背
負
投
げ
を
食
わ
す
よ
う

な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
読
後
の
感
じ
か
ら
い
っ
て
も
好
き
で
な
く
、

作
品
の
上
か
ら
い
え
ば
損
だ
と
思
う
と
い
っ
た
。
気
質
の
異
い
か
も
知
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れ
な
い
が
、
私
は
夏
目
さ
ん
の
物
で
も
作
者
の
腹
に
は
は
っ
き
り
あ
る

事
を
何
時
ま
で
も
読
者
に
隠
し
、
釣
っ
て
行
く
所
は
、
ど
う
も
好
き
に

な
れ
な
か
っ
た
。
私
は
無
遠
慮
に
只
、
自
分
の
好
み
を
云
っ
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
芥
川
君
は
そ
れ
ら
を
素
直
に
う
け
入
れ
て
く
れ
た
。

そ
し
て
、

「
芸
術
と
い
う
も
の
が
本
統
に
分
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
」
と
い
っ

た★
。10 

読
者
は
「
奉
教
人
の
死
」
の
結
末
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
最
初

に
読
ん
だ
時
の
み
で
あ
る
。
読
み
返
し
て
、彼
ら
は
同
じ
よ
う
に
は
驚
か
な
い
。

そ
し
て
芥
川
も
ま
た
そ
の
結
末
を
書
い
て
い
る
時
驚
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

驚
い
て
は
い
な
い
。
芥
川
は
、
作
品
を
書
き
始
め
た
時
か
ら
、
結
末
で
明
ら
か

に
な
る
事
実
を
知
っ
て
い
た
。
知
り
な
が
ら
読
者
の
た
め
に
そ
れ
を
隠
し
て
い

た
。
書
き
手
に
驚
き
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
志
賀
の
理
論
は
、
読
者
の
た
め
の

理
論
で
は
な
く
、
作
者
の
た
め
の
理
論
で
あ
る
。

志
賀
は
太
宰
治
の
作
品
に
対
し
て
も
同
質
の
評
価
を
下
し
て
い
る
。

今
年
に
な
っ
て
私
は
本
屋
か
ら
「
斜
陽
」
を
貰
い
、
評
判
も
の
ゆ
え
、

読
み
か
け
た
が
、
話
し
て
い
る
貴
族
の
娘
の
言
葉
が
如
何
に
も
変
な
の

で
、
読
み
続
け
ら
れ
ず
、
初
め
の
方
で
や
め
て
了
っ
た
。
続
い
て
、「
中

央
公
論
に
出
た
、「
犯
人
」
と
い
う
短
い
も
の
を
読
ん
だ
が
、
読
ん
で
い

る
う
ち
に
話
の
オ
チ
が
分
っ
て
了
っ
た
の
で
、
中
村
真
一
郎
、
佐
々
木

基
一
両
君
と
の
「
文
芸
」
の
座
談
会
で
、「
斜
陽
」
の
言
葉
と
、
こ
の
オ

チ
の
分
っ
た
話
と
を
し
た
。
寧
ろ
オ
チ
は
最
初
に
書
い
て
、
其
所
ま
で

の
道
程
に
力
を
入
れ
た
方
が
い
い
と
話
し
た
。
二
度
読
ん
で
、
二
度
目

に
興
味
の
薄
ら
ぐ
よ
う
な
も
の
は
書
か
な
い
方
が
い
い
と
も
云
っ
た
の

で
あ
る★
。11 

二
度
読
ん
で
、
二
度
目
も
薄
ら
が
な
い
、
同
じ
と
こ
ろ
で
同
じ
感
動
が
あ
る
、

志
賀
が
自
覚
的
に
そ
う
し
た
文
学
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
と
な
る
わ
け

だ
が
、
そ
れ
を
導
く
の
は
、
小
林
が
指
摘
す
る
よ
う
、
作
者
自
身
の
直
接
的
な

感
動
な
の
で
あ
る
。

芥
川
や
太
宰
の
作
品
が
、
小
説
と
し
て
特
殊
な
構
成
を
持
っ
て
い
た
、
と
い

う
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
は
小
説
の
構
成
そ
の
も
の
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
出

来
事
を
語
る
小
説
、
叙
事
の
文
学
で
あ
る
小
説
は
、
少
な
か
ら
ず
構
成
が
要
求

さ
れ
る
。
主
題
の
展
開
と
帰
結
を
書
き
手
は
あ
ら
か
じ
め
構
想
す
る
。
し
か
し

そ
れ
を
言
葉
に
引
き
写
し
た
時
、書
き
手
の
経
験
と
し
て
は
単
に
反
復
と
な
り
、

書
き
手
は
最
初
の
感
動
を
失
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
書
き
手
が
書
き
手
で
あ

り
な
が
ら
、
な
お
読
者
と
同
じ
よ
う
な
、
清
新
な
最
初
の
経
験
を
持
つ
、
と
い

う
の
は
、
尋
常
な
こ
と
で
は
な
い
。

志
賀
は
、
そ
う
し
た
直
接
性
を
、「
小
僧
の
神
様
」
で
何
の
衒
い
も
な
く
や
っ

て
の
け
る
。

作
者
は
此
処
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
。
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
」

の
本
体
を
確
か
め
た
い
要
求
か
ら
、
番
頭
に
番
地
と
名
前
を
教
え
て
貰
っ

て
其
処
を
尋
ね
て
行
く
事
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
小
僧
は
其
処
へ
行
っ
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て
見
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
番
地
に
は
人
の
住
い
が
な
く
て
、
小
さ
い

稲
荷
の
祠
が
あ
っ
た
。
小
僧
は
び
っ
く
り
し
た
。—

と
こ
う
云
う
風

に
書
こ
う
と
思
っ
た
。
然
し
そ
う
書
く
事
は
小
僧
に
対
し
て
少
し
残
酷

な
気
が
し
て
来
た
。
そ
れ
故
作
者
は
前
の
所
で
擱
筆
す
る
事
に
し
た★
。12 

「
今
ま
さ
に
書
い
て
い
る
私
」
を
何
よ
り
大
切
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の

よ
う
な
文
章
が
自
然
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

志
賀
以
外
に
「
書
い
て
い
る
私
」
が
自
然
と
出
た
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

「
第
一
、
私
た
ち
は
、
肉
体
を
売
る
資
本
家
か
も
し
れ
な
い
！
　
だ
が
、

要
す
る
に
、私
た
ち
は
生
き
て
い
る
ん
で
す
。
お
ま
け
に
ま
だ
こ
の
上
も
、

生
き
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
だ
。
生
き
て
行
き
た
く
な
け
や
、

こ
ん
な
船
に
な
ん
ぞ
だ
れ
が
乗
る
も
ん
か
、
畜
生
！
」
波
田
は
、
ま
だ

ま
だ
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
山
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
あ
ま

り
言
う
こ
と
が
多
く
て
、
彼
の
言
葉
が
ス
ラ
ス
ラ
と
出
な
か
っ
た
た
め

に
、
畜
生
！
　
で
爆
発
し
て
し
ま
っ
た
。

「
だ
れ
が
畜
生
だ
！
　
失
敬
な
」
船
長
は
、
夢
中
に
な
っ
て
立
ち
上
が
っ

た
。扉

口
の
外
か
ら
は
、
罵
声
と
足
踏
み
と
が
聞
こ
え
た
。「
燃
や
し
ち
ゃ

う
ぞ
！
」
と
聞
こ
え
た
。

私
は
こ
の「
燃
や
し
ち
ゃ
う
ぞ
」と
言
う
言
葉
の
来
歴
を
話
し
た
い
が
、

ご
ら
ん
の
通
り
今
は
と
て
も
忙
し
く
て
。

「
そ
う
で
は
な
い
か
！
」
波
田
は
立
ち
上
が
っ
た
。

「
尊
い
人
間
の
生
命
を
等
閑
に
し
た
の
は
、
ど
い
つ
だ
！
　
ボ
ー
イ
長

で
も
、
父
と
母
と
か
ら
生
ま
れ
て
、
人
間
と
し
て
の
一
切
の
条
件
を
、

貴
様
ら
と
す
こ
し
も
異
な
る
と
こ
ろ
な
く
、
具
備
し
て
い
る
ん
だ
！
　

そ
れ
だ
の
に
、
ど
う
だ
！
　
ボ
ー
イ
長
が
負
傷
し
て
か
ら
、
一
度
で
も
、

貴
様
は
、
彼
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
、
貴
様
に
、
人
間
の

生
命
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
だ
れ
が
許
し
た
ん
だ★
！13

」 

こ
れ
は
葉
山
嘉
樹
の
「
海
に
生
く
る
人
々
」
の
高
潮
し
た
場
面
で
あ
る
が
、

書
き
手
の
「
私
」
が
つ
い
、
今
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
と
い
う
感
慨
を
述

べ
て
い
る
。
書
き
手
が
描
写
に
感
動
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
文

章
で
あ
る
。

「
書
い
て
い
る
私
」
を
出
す
と
は
、
単
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
手
法
を
と
っ
て
も
、「
書
く
私
」
が
必
ず
し

も
出
る
と
は
限
ら
な
い
。経
験
の
直
接
性
と
い
う
観
点
を
理
解
せ
ず
用
い
れ
ば
、

単
に
一
重
外
に
、「
小
説
を
書
く
私
」
を
書
く
だ
け
に
終
わ
る
可
能
性
の
方
が

高
く
な
る
。
そ
の
場
合
、「
小
説
を
書
く
私
」
の
虚
構
性
、
と
い
っ
た
、
猜
疑

に
満
ち
た
循
環
が
発
生
す
る
。「
小
僧
の
神
様
」
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼

ば
れ
な
い
の
は
、
構
成
の
一
手
法
と
し
て
の
、
作
者
の
登
場
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。
志
賀
の
他
の
文
学
と
の
強
力
な
同
質
性
の
も
と
に
、「
小
僧
の
神
様
」

の
作
者
の
登
場
は
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
付
言
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
志
賀
に
構
成
が
無
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
志
賀
は
芥
川
の
よ
う
な
作
家
と
比
較
し
て
、
理
知
を
廃
し
た
感
覚

の
人
の
如
く
言
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
志
賀
は
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
」
と
評
さ
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れ
た
よ
う
に
、
あ
る
種
の
構
成
を
拒
絶
し
て
い
た
と
は
言
え
る
。
だ
が
志
賀
の

作
品
に
は
確
固
た
る
始
め
と
終
わ
り
が
あ
る
。
頭
も
尾
も
な
い
出
来
事
の
羅
列

で
は
決
し
て
な
い
。
然
る
べ
き
終
止
符
を
打
て
る
小
説
家
は
、
構
成
が
出
来
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
構
成
が
先
行
し
な
い
。
絶
え
ず
即
興
性
が

あ
り
な
ら
、
な
お
か
つ
全
体
の
構
成
を
見
誤
る
こ
と
を
し
な
い
、
そ
う
し
た
希

有
な
能
力
を
志
賀
は
そ
な
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
志
賀
に
代
表
さ
れ
る
書
き
方
の
本
質
は
演
劇
に
似
て
い
る
。
戯
曲

で
は
な
く
、
俳
優
の
演
技
が
で
あ
る
。
奇
異
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

二
十
世
紀
の
演
劇
論
の
祖
と
な
っ
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
取
り
組
み
の
本

質
は
、
演
技
に
お
け
る
直
接
性
の
奪
還
に
あ
っ
た
。

役
者
は
す
で
に
そ
の
戯
曲
を
読
み
、
そ
の
役
の
人
物
に
こ
れ
か
ら
何
が
起
こ

る
か
知
っ
て
い
る
。毎
夜
毎
夜
同
じ
戯
曲
を
繰
り
返
し
演
じ
る
場
合
に
も
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俳
優
は
そ
の
つ
ど
同
じ
感
情
を
、
新
し
く
、
本
当
の
自
己

の
経
験
と
し
て
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
我
々
の
芸
術
で
は
、
諸
君
は
、
そ
れ
を
演
じ
て
い
る
、
い
つ
い
か
な
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そ
れ
が
再
創
造
さ
れ
る
度
毎
に
、
そ
れ
は
あ

ら
た
め
て
生
き
直
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て
体
現
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い★
。14

こ
の
困
難
さ
は
、
小
説
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
和
解
」
が

如
何
に
実
際
の
経
験
の
直
後
に
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
出
来
事
そ
の
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
出
来
事
の
再
構
成
で
あ
り
、
反
復
で
あ
る
。
小
説
で
書
く

と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
言
え
ば
文
字
で
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
実
際
の

出
来
事
か
ら
遅
れ
た
と
こ
ろ
で
生
じ
る
。
し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
書
き
手

は
新
し
く
、
そ
の
出
来
事
に
出
会
い
、
新
し
く
、
同
じ
感
情
を
抱
く
。

反
復
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
も
の
に
新
し
さ
が
宿
り
、
直
接
性
を
欠
い
て
い
る

は
ず
の
も
の
に
直
接
性
が
宿
る
、
と
い
う
不
思
議
な
現
象
は
、
小
説
の
み
な
ら

ず
、
文
学
と
い
う
芸
術
全
般
の
本
質
と
も
言
え
よ
う
。

言
語
こ
そ
は
人
間
の
身
体
感
覚
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
抽
象
で
あ
り
、
社
会
に

よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
そ
れ
は
、
決
し
て
個
々
人
の
一
回
限

り
の
、
固
有
の
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
拠
っ
て
立
つ
べ
き
言
語
が
、
具
象
性

の
代
わ
り
に
抽
象
性
を
、
一
回
性
の
代
わ
り
に
反
復
性
を
、
直
接
性
の
代
わ
り

に
間
接
性
を
も
た
ら
す
こ
と
に
文
学
者
は
悲
痛
な
思
い
を
抱
き
、
そ
し
て
そ
の

限
界
を
超
え
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
彼
ら
は
、
自
身
の
恣
意
に
よ
っ
て
そ
れ
を
あ
や
つ
り
、
思
い
の

ま
ま
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
そ
れ
を
天
恵
と
し
て
ア
ポ
ロ

ン
か
ら
受
け
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
私
た
ち
の
人
間
的
手
段
に
よ
っ

て
そ
れ
を
自
分
の
内
に
呼
び
出
す
こ
と
は
、
ど
う
も
で
き
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
一
つ
の
疑
問
を
か
か
げ
る
、「
創

造
的
自
己
感
覚
を
つ
く
り
出
す
た
め
に
は
何
ら
か
の
技
術
的
な
方
途
は

存
在
し
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
。
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
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ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
を
人
為
的
な
方
途
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
否
、
そ
れ
は
不
可
能
事
だ
！
　
私
が
ほ

し
い
ま
ま
に
自
分
の
う
ち
に
つ
く
る
こ
と
を
習
得
し
た
い
と
の
ぞ
む
の

は
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
そ
れ
に
と
っ

て
の
好
適
な
土
壌
で
あ
る
。
私
た
ち
の
心
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

よ
り
し
げ
く
、
そ
し
て
よ
り
好
ん
で
降
っ
て
く
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う

雰
囲
気
で
あ
る
。
俳
優
が
、「
今
日
は
気
持
ち
が
の
っ
て
い
る
！
　
う
ま

く
行
く
ぞ
！
」
と
か
、「
演や

る
の
が
楽
し
い
！
」
と
か
、「
今
日
は
役
を

生
き
て
い
る
」
と
か
い
う
と
き—

こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
彼
が
偶
然
、

創
造
的
状
態
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

け
れ
ど
、
こ
の
状
態
が
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
、
俳
優
自

身
の
意
志
に
よ
っ
て
、彼
の
「
注
文
に
よ
っ
て
」
つ
く
ら
れ
る
た
め
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か★
。15 

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
そ
う
し
た
「
役
を
生
き
る
」
感
覚
は
、
最
終
的

に
は
霊
感
の
領
域
で
あ
っ
て
、
方
法
と
し
て
説
明
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
す

る
。
し
か
し
彼
は
、
よ
り
多
く
霊
感
を
呼
び
起
こ
す
た
め
の
土
壌
を
作
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
て
、
か
の
有
名
な
シ
ス
テ
ム
を
作
り
上
げ
た
。
志
賀
が
天
才
で

あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
取
り
組
み
を
思
え

ば
、
我
々
も
志
賀
の
境
地
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ま
だ
や
れ
る
こ
と
は
沢
山
あ

る
だ
ろ
う
。

三
　
芸
術
は
何
処
に
あ
る
の
か

こ
う
し
た
霊
感
の
成
就
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
お
い
て
も
、
理
解
さ
れ
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
小
説
家
は
書
き
な
が
ら
世
界
を
掴
む
」、「
書
き
な
が

ら
発
見
し
て
い
く
」、
と
い
っ
た
通
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
書
く
前
か
ら
全
て
を

理
解
し
、
何
の
新
た
な
発
見
無
く
創
作
を
遂
行
し
た
小
説
家
を
、
私
た
ち
は
一

流
と
は
見
な
さ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
言
葉
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
志
賀

の
よ
う
な
小
説
家
の
本
質
を
よ
く
言
い
当
て
る
も
の
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
論
理

は
、
突
き
詰
め
れ
ば
芸
術
の
定
義
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
に
つ
な
が
る
。

「
書
い
て
い
る
私
」
に
小
説
の
核
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
の
核
心
も

ま
た
作
る
最
中
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
言
う
、

「
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
」
と
ゲ
ー
テ
は
い
っ
た
、「
い
つ
で
も
仕
上
げ
る
こ

と
ば
か
り
考
え
て
、
仕
事
そ
の
も
の
に
喜
び
が
す
こ
し
も
な
い
も
の
だ
。

し
か
し
、
純
粋
の
、
真
に
偉
大
な
才
能
な
ら
ば
、
制
作
す
る
こ
と
に
至

上
の
幸
福
を
見
い
だ
す
は
ず
だ
。
ロ
ー
ス
は
、
山
羊
や
羊
の
髪
の
毛
を

ね
ば
り
強
く
描
い
て
飽
き
る
こ
と
が
な
く
、
あ
の
際
限
も
な
い
精
密
描

写
を
見
れ
ば
、彼
が
仕
事
を
し
な
が
ら
、世
に
も
純
粋
な
幸
福
を
楽
し
み
、

完
成
す
る
こ
と
な
ど
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
よ
。」

「
比
較
的
才
能
の
と
ぼ
し
い
連
中
と
い
う
の
は
、
芸
術
そ
の
も
の
に
満

足
し
な
い
も
の
だ
。
彼
ら
は
、
制
作
中
も
、
作
品
の
完
成
に
よ
っ
て
手

に
入
れ
た
い
と
望
む
利
益
の
こ
と
ば
か
り
、
い
つ
も
目
の
前
に
思
い
浮
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か
べ
て
い
る
。
だ
が
、そ
ん
な
世
俗
的
な
目
的
や
志
向
を
も
つ
よ
う
で
は
、

偉
大
な
作
品
は
生
れ
る
は
ず
が
な
い
さ★
。16
」

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
な
ぜ
起
こ
る
か
。
作
り
手
は
す
で
に
作
品
の
着
地
点
を

知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
度
達
成
し
た
着
地
点
が
も
た
ら
し
た
称
賛
と
利
益
を

彼
は
知
っ
て
い
る
。だ
か
ら
そ
の
利
益
を
再
び
求
め
て
、す
で
に
着
地
点
を
知
っ

て
い
る
も
の
を
繰
り
返
す
。
発
見
の
な
い
反
復
で
あ
る
。
作
品
の
完
成
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を
目
的
と
す
る
作
り
手
は
、
芸
術
の
喜
び

を
知
ら
な
い
。
本
当
の
芸
術
家
は
、
作
っ
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
芸
術
の
喜

び
を
感
じ
る
。

白
樺
派
か
ら
深
く
影
響
を
受
け
た
高
見
順
は
言
う
。

愛
の
恍
惚
に
は
、
つ
ね
に
死
の
影
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
真
の
愛
は

そ
の
極
致
に
お
い
て
、
死
と
接
し
て
い
る
。
愛
は
生
命
の
表
現
で
あ
り

主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
の
拡
充
で
あ
る
愛
な
の
に
、
生
命
の
燃
焼

と
し
て
の
愛
の
恍
惚
に
は
、
か
な
ら
ず
生
命
の
否
定
と
し
て
の
死
の
感

覚
が
と
も
な
っ
て
い
る
。

生
命
の
表
現
と
し
て
の
芸
術
に
も
、
つ
ね
に
死
が
訪
れ
て
い
る
は
ず

だ
。
芸
術
は
生
命
の
拡
充
な
の
に
、
生
命
の
燃
焼
と
し
て
の
表
現
に
は

生
命
の
否
定
と
し
て
の
死
が
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ひ
と
つ
の
表
現
が
完
成
し
た
と
き
、
そ
の
芸
術
家
の
生
命
は
ほ
ん
と

は
死
ん
で
い
る
の
だ
。
か
ら
っ
ぽ
を
感
じ
る
の
は
そ
の
た
め
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
ま
た
、
充
実
を
感
じ
る
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
愛
が
死

の
影
と
と
も
に
あ
り
な
が
ら
、
新
し
い
生
命
の
誕
生
を
約
束
す
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
芸
術
に
お
け
る
死
は
、
新
た
な
生
の
回
復
を
約
束
す
る
。

そ
れ
が
充
実
感
を
与
え
る
の
だ
。

画
家
も
作
家
も
俳
優
も
演
出
家
も
こ
の
点
で
は
同
じ
な
の
だ
。
だ
が

私
は
俳
優
の
表
現
と
い
う
よ
う
な
、
人
々
の
記
憶
の
な
か
に
だ
け
生
き

る
芸
は
、
は
か
な
い
よ
う
で
幸
福
で
あ
る
と
思
う
。
ル
オ
ー
は
旧
作
を

集
め
て
破
棄
し
た
。
画
家
に
は
そ
れ
が
で
き
る
が
、
小
説
と
な
る
と
、

そ
う
は
い
か
な
い
。
す
る
と
、
の
ち
の
ち
恥
に
な
ら
な
い
よ
う
な
仕
事

だ
け
す
る
よ
う
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
残
そ
う
と
思
っ
て
書

い
た
仕
事
は
案
外
残
ら
な
い
。
大
切
な
こ
と
は
残
す
残
さ
な
い
で
は
な

い
。
残
そ
う
、
残
し
た
い
の
で
は
な
い
。
死
の
影
の
下
で
仕
事
を
す
る

こ
と
が—

大
切
な
ん
て
こ
と
で
は
な
く
、
芸
術
家
に
と
っ
て
も
そ
れ

が
も
っ
と
も
恍
惚
の
時
で
あ
る
。
私
自
身
幾
度
生
き
た
か★
。17

作
品
の
完
成
は
作
者
に
と
っ
て
は
死
で
あ
る
。作
品
を
書
い
て
い
る
時
の
み
、

彼
は
生
き
て
い
た
と
感
じ
る
。
作
品
が
残
ら
な
い
芸
術
は
不
幸
な
よ
う
で
、
ど

ん
な
に
幸
福
か
、
と
。

高
見
の
言
葉
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
芸
術
と
い
う
の
は
作
品
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
作
る
と
い
う
行
為
に
あ
る
、
と
高
見
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
品
を
破
棄
し
た
い
と
さ
え
願
う
芸
術
家
。
作
品
が
残
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

不
幸
に
な
る
芸
術
家
。
作
品
が
残
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
芸
術
に
対
す
る
大

い
な
る
誤
解
の
源
と
な
る
。
芸
術
は
作
り
手
の
、
作
る
あ
の
瞬
間
に
こ
そ
あ
っ

た
の
に
、
人
は
残
さ
れ
た
作
品
を
芸
術
と
見
な
す
。
そ
の
錯
誤
が
作
り
手
を
苦
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し
め
る
。

私
た
ち
は
芸
術
と
い
う
も
の
を
、作
品
と
見
な
し
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

芸
術
活
動
の
半
身
は
作
品
の
鑑
賞
で
あ
る—

芸
術
は
作
品
の
他
者
に
よ
る
鑑

賞
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
、
そ
の
よ
う
な
論
法
を
無
批
判
に
受
け
容
れ
て

い
る
。
し
か
し
当
の
作
り
手
た
ち
は
、
芸
術
は
あ
の
作
る
と
い
う
行
為
の
、
瞬

間
に
し
か
な
か
っ
た
、
と
洩
ら
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
も
っ
と
重
く
受
け
と
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
品
そ
の
も
の
に
芸
術
性
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ

は
、
優
れ
た
作
り
手
の
創
作
行
為
の
、
美
し
い
残
響
な
の
で
あ
る
。
真
の
芸
術

の
成
就
は
、
作
り
手
自
身
が
、
あ
の
瞬
間
に
味
わ
っ
た
も
の
で
し
か
な
い
。
最

高
の
瞬
間
は
、
享
受
者
に
は
つ
い
に
知
り
得
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
そ
う
し

た
定
義
が
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
作
品
か
ら
何
を
見
る
か
。
そ

れ
は
作
り
手
が
、ど
ん
な
に
激
し
く
、全
て
を
賭
け
て
、芸
術
の
成
就
に
向
か
っ

て
い
っ
た
か
、
そ
の
経
験
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
感
動
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
享
受
者
の
内
に
も
少
な
か
ら
ず
同
じ
行
為
の
動
機
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
私
た
ち
は
作
品
を
見
る
と
き
、
自
己
も
達
成
し
た
い
、
と
い
う
動
機
を

掻
き
立
て
ら
れ
る
。
だ
か
ら
鑑
賞
す
る
こ
と
は
少
し
も
否
定
し
な
い
。
た
だ
余

韻
の
遠
い
向
こ
う
に
、
作
り
手
の
孤
独
な
瞬
間
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
決
し
て
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

ゲ
ー
テ
が
古
代
ロ
ー
マ
の
芸
術
作
品
を
「
第
二
の
自
然
」
と
呼
ん
だ
よ
う
に
、

我
々
は
見
事
な
作
品
を
、
そ
れ
自
体
成
就
さ
れ
た
芸
術
＝
自
然
と
感
じ
る
。
し

か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
第
二
の
、
と
ゲ
ー
テ
が
加
え
る
よ
う
、
人
間
が
作
っ

た
、
と
い
う
事
実
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
完
成
さ
れ
た
作
品
に
も
、

作
り
手
と
い
う
存
在
が
あ
っ
た
、
そ
の
驚
き
で
あ
る
。

四
　
「
書
く
私
」
と
「
書
か
れ
た
も
の
」

ゲ
ー
テ
の
「
第
二
の
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
深
遠
で
あ
っ
て
、
最
高
の
芸

術
は
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
事
実
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の

力
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
も
含
む
。

こ
の
忘
却
は
、
あ
る
意
味
霊
感
と
い
う
も
の
の
、
最
後
の
地
点
を
よ
く
示
す

も
の
だ
。
芸
術
は
「
作
る
私
」
の
直
接
的
な
表
出
で
あ
る
。
で
は
、「
作
ら
れ

た
も
の
」
と
は
？
　
こ
こ
ま
で
、
芸
術
と
い
う
問
題
を
あ
え
て
「
作
る
私
」
か

ら
捉
え
て
き
た
。
私
小
説
に
お
い
て
も
、「
書
く
私
」
と
「
書
か
れ
た
私
」
を

あ
え
て
分
け
る
こ
と
で
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
二
つ
が
本
質
的
に
隔
た
る

と
見
な
す
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
書
く
私
」
と
い
う
も
の
が
存
外
簡
単
に

見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
は
不
可
分
な
も
の
と
し
て
展
開
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
で
は
「
書
か
れ
る
も
の
」、「
作
ら
れ
る
も
の
」

と
は
何
か
。

高
見
は
戦
後
、
芸
術
と
し
て
の
文
学
は
、
作
家
の
私
生
活
を
描
く
と
い
う
、

狭
義
の
私
小
説
で
終
わ
っ
て
は
い
け
な
い
、
し
か
し
「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
を

書
く
と
き
に
も
そ
れ
は
「
私
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
を
強
く

し
た
。
虚
構
で
あ
っ
て
も
、
作
家
の
自
我
の
表
出
の
無
い
作
品
は
芸
術
で
は
な

い
、高
見
は
さ
ら
に
進
め
る
、む
し
ろ
、「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」に
な
れ
な
け
れ
ば
、

「
私
」
に
は
な
れ
な
い
、
と★
。18
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…
ジ
ム
メ
ル
は
ゲ
ー
テ
論
の
中
で
、
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
「
主
観
的
衝
動

と
客
観
的
要
求
と
の
不
思
議
な
統
一
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
ゲ
ー
テ

の
仕
事
は
「
自
己
内
か
ら
生
長
し
た
内
面
必
然
の
純
粋
表
現
で
、
而
も

客
観
の
要
求
と
理
念
の
要
求
か
ら
構
成
さ
れ
た
か
の
観
を
有
す
る
」
と

も
言
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
を
「
進
歩
的
」
と
す
る
か
ど
う
か
別
と
し
て
、

私
は
こ
の
ジ
ム
メ
ル
の
言
葉
そ
の
も
の
を
、
真
の
文
学
者
の
運
命
と
し

て
見
る
の
で
あ
る
。
主
観
的
衝
動
と
客
観
的
要
求
の
不
思
議
な
統
一
、

書
く
と
い
う
こ
と
は
正
に
そ
う
い
う
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
日
本
の
所

謂
私
小
説
の
多
く
は
ま
だ
、
書
く
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
入
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
所
謂
虚
構
小
説
の
多
く
も
「
自
己
内
か
ら
生
長

し
た
内
面
的
必
然
の
純
粋
表
現
」
で
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

文
学
者
の
運
命
を
経
験
し
た
人
は
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
運
命
を
果

た
し
て
実
現
し
た
人
は
何
人
い
る
か
。
実
現
と
は
理
解
で
あ
り
所
有
で

あ
る★
。19 

高
見
は
「
書
く
私
」
と
「
書
か
れ
る
も
の
」
の
、
あ
る
種
の
合
一
を
言
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
非
常
に
不
思
議
な
話
の
よ
う
だ
が
、
先
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス

キ
ー
の
取
り
組
み
と
は
、
直
接
的
に
そ
れ
で
あ
る
。

役
者
は
「
私
そ
の
も
の
」
を
演
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」

を
演
じ
る
。「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
を
、「
私
」
が
直
接
的
に
生
き
る
。
他
者
を

描
く
、
対
象
を
捉
え
て
作
る
こ
と
で
、
自
己
を
表
出
す
る
。
小
説
家
も
同
じ
で

あ
る
。
仮
に
「
私
小
説
」
だ
と
し
て
も
、構
造
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。「
私
小
説
」

で
描
か
れ
る
「
私
」
と
は
、
限
り
な
く
「
過
去
の
私
」
で
あ
る
。「
あ
の
時
の

私
」
に
、「
今
ま
さ
に
書
く
私
」
が
な
る
の
で
あ
る
。「
過
去
の
私
」
と
て
、「
私

な
ら
ざ
る
も
の
」
な
の
だ
。

こ
の
「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
「
私
」
を
つ
な
ぐ
論
理
は
む
し
ろ
、
西
田
幾

多
郎
の
言
葉
か
ら
適
切
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
己
の
内
面
的
必
然
と
か
天
真
の
要
求
と
か
い
う
の
は
往
々
誤
解
を
免

れ
な
い
。
或
人
は
放
縦
無
頼
社
会
の
規
律
を
顧
み
ず
自
己
の
情
欲
を
検

束
せ
ぬ
の
が
天
真
で
あ
る
と
考
え
て
お
る
。
し
か
し
人
格
の
内
面
的
必

然
即
ち
至
誠
と
い
う
の
は
知
情
意
合
一
の
上
の
要
求
で
あ
る
。
知
識
の

判
断
、
人
情
の
要
求
に
反
し
て
単
に
盲
目
的
衝
動
に
従
う
の
謂
で
は
な

い
。
自
己
の
知
を
尽
し
情
を
尽
し
た
上
に
お
い
て
始
め
て
真
の
人
格
的

要
求
即
ち
至
誠
が
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
全
力
を
尽
し
き

り
、
殆
ど
自
己
の
意
識
が
無
く
な
り
、
自
己
が
自
己
を
意
識
せ
ざ
る
所

に
、
始
め
て
真
の
人
格
の
活
動
を
見
る
の
で
あ
る
。
試
に
芸
術
の
作
品

に
つ
い
て
見
よ
。
画
家
の
真
の
人
格
即
ち
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
如
何
な

る
場
合
に
現
わ
れ
る
か
。
画
家
が
意
識
の
上
に
お
い
て
種
々
の
企
図
を

な
す
間
は
未
だ
真
に
画
家
の
人
格
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
年
苦

心
の
結
果
、
技
芸
内
に
熟
し
て
意
到
り
筆
自
ら
随
う
所
に
至
っ
て
始
め

て
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
道
徳
上
に
お
け
る
人
格
の

発
現
も
こ
れ
と
異
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
人
格
を
発
現
す
る
の
は
一
時
の

情
欲
に
従
う
の
で
は
な
く
、
最
も
厳
粛
な
る
内
面
の
要
求
に
従
う
の
で

あ
る★
。20 
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芸
術
は
人
の
考
え
る
如
く
無
意
識
的
に
成
立
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
常
人
を
越
え
た
明
か
な
意
識
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

画
は
眼
の
自
覚
で
あ
り
、
音
楽
は
耳
の
自
覚
で
あ
る
。
併
し
そ
こ
で
は

我
々
の
自
己
が
作
ら
れ
た
物
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
現
在
の

自
己
限
定
と
し
て
、
作
ら
れ
た
物
の
方
向
に
、
自
己
自
身
を
失
い
行
く

方
向
で
あ
る
。
此
故
に
我
々
は
そ
こ
に
永
遠
な
る
も
の
を
見
る
と
考
え

る
。
芸
術
は
単
に
直
観
的
と
考
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
自
己
が
自
己

自
身
を
失
い
行
く
方
向
な
る
が
故
に
、
堕
落
の
方
向
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。
無
論
、
真
の
芸
術
は
唯
自
己
が
自
己
自
身
を
失
い
行
く
方
向
で
は

な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
自
己
を
動
か
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
我
々
の
自
己

の
存
在
を
問
う
も
の
で
は
な
い
、
当
為
的
で
は
な
い
。
矛
盾
的
自
己
同

一
的
に
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
と
い
う
世
界
は
、
行
為
的
直

観
的
に
自
己
自
身
を
形
成
す
る
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
的

直
観
と
は
物
と
我
と
の
矛
盾
的
自
己
同
一
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為

的
直
観
的
に
自
己
が
何
処
ま
で
も
物
と
な
る
、
我
か
ら
物
へ
と
の
方
向

に
於
て
芸
術
と
云
う
も
の
が
成
立
し
、
之
に
反
し
物
が
何
処
ま
で
も
自

己
と
な
る
、
物
か
ら
我
へ
、
即
ち
自
己
が
物
か
ら
生
れ
る
と
い
う
方
向

に
於
て
実
践
の
立
場
と
云
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
（
主
観
か
ら

客
観
へ
に
反
し
、
客
観
か
ら
主
観
へ★
）21
。 

「
私
」
を
自
己
目
的
化
し
た
場
合
、「
私
」
は
出
て
こ
な
い
。「
書
か
れ
る
も
の
」

「
作
ら
れ
る
も
の
」
に
向
か
っ
て
、芸
術
家
が
「
私
」
を
忘
れ
る
瞬
間
こ
そ
「
私
」

が
生
み
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
志
賀
は
自
己
が
目
指
す
芸
術
の
境
地
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
。

夢
殿
の
救
世
観
音
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
作
者
と
い
う
よ
う
な
も
の

は
全
く
浮
か
ん
で
来
な
い
。
そ
れ
は
作
者
と
い
う
も
の
か
ら
そ
れ
が
完

全
に
遊
離
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
は
又
格
別
な
事
で

あ
る
。
文
芸
の
上
で
若
し
私
に
そ
ん
な
仕
事
で
も
出
来
る
こ
と
が
あ
っ

た
ら
、
私
は
勿
論
そ
れ
に
自
分
の
名
な
ど
を
冠
せ
よ
う
と
は
思
わ
な
い

だ
ろ
う★
。22 

　
「
書
か
れ
た
も
の
」
と
「
書
く
私
」
が
完
全
に
一
つ
に
な
る
、
だ
か
ら
こ
そ
書

き
手
の
名
は
い
ら
な
い
。

そ
の
作
者
が
全
く
浮
か
ば
ぬ
ほ
ど
、
独
立
し
た
完
璧
の
文
章
で
あ
る
。

文
章
の
個
性
そ
の
も
の
に
作
者
の
刻
印
が
あ
る
の
で
、
名
文
と
は
作
者

か
ら
独
立
し
た
こ
の
よ
う
な
文
章
を
い
う
の
で
あ
ろ
う★
。23 

川
端
康
成
が
、
志
賀
の
文
体
を
こ
の
よ
う
に
言
う
よ
う
、
彼
の
願
い
は
正
し

く
成
就
し
て
い
る
。

「
私
な
ら
ざ
る
も
の
」
に
な
れ
な
け
れ
ば
、「
私
」
に
は
な
れ
な
い
。「
何
も
の
」

か
を
書
く
ま
さ
に
そ
の
時
に
、「
書
く
私
」は
表
出
さ
れ
る
。そ
れ
が
芸
術
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

芸
術
に
と
も
な
う
、
不
思
議
な
「
作
る
私
」
は
、
西
田
が
言
う
と
こ
ろ
の
絶

対
矛
盾
自
己
同
一
と
ひ
ど
く
近
し
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
家
た

ち
の
言
葉
を
追
え
ば
、
書
く
そ
の
時
、
あ
る
種
の
主
客
を
超
え
た
合
一
が
起
こ

る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
な
ら
ば
ど
の
よ
う
に
し
て
、
と
誰
も
が
問
う
で
あ

ろ
う
。

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
、
霊
感
は
ア
ポ
ロ
ン
の
領
域
と
し
て
、
そ
こ
に
は

踏
み
込
め
な
い
と
言
っ
た
。
し
か
し
そ
の
土
壌
は
作
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

小
説
に
お
け
る
そ
の
土
壌
作
り
は
、
十
分
に
今
後
思
考
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
紙
幅
が
な
い
が
、
そ
の
一
端
を
示
し
て
お
き
た
い
。

作
り
手
は
、
つ
ね
に
何
も
か
も
を
作
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
書
き
手
は
何
も

か
も
を
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
芸
術
家
が
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
対
象
、
小

説
家
が
書
く
こ
と
の
で
き
る
対
象
、
つ
ま
り
は
彼
ら
が
な
る
こ
と
の
出
来
る
対

象
、
そ
れ
は
彼
ら
が
「
作
る
私
」
を
最
大
限
表
出
で
き
る
対
象
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
を
探
し
求
め
る
。
ゲ
ー
テ
は
言
う
、

彼
は
、
有
名
な
動
物
画
家
の
ロ
ー
ス
の
エ
ッ
チ
ン
グ
を
二
、三
枚
見
せ
て

く
れ
た
。
み
ん
な
羊
ば
か
り
で
、
こ
れ
が
い
ろ
ん
な
姿
勢
や
さ
ま
ざ
ま

な
状
態
で
描
か
れ
て
い
る
。
顔
つ
き
の
単
純
さ
、
毛
の
醜
い
と
こ
ろ
や
、

も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
し
た
と
こ
ろ
な
ど
、
ど
れ
も
ま
っ
た
く
真
に
迫
っ
て
お

り
、
自
然
そ
の
ま
ま
の
よ
う
で
あ
る
。

「
こ
の
動
物
た
ち
と
見
て
い
る
と
」
ゲ
ー
テ
は
い
っ
た
。「
い
つ
も
不
安

に
な
る
。
こ
の
か
た
く
な
な
、
魯
鈍
な
、
夢
で
も
見
て
い
る
よ
う
な
、

あ
く
び
で
も
し
て
い
る
よ
う
な
、
羊
の
あ
り
さ
ま
を
み
る
と
、
自
分
ま

で
そ
の
動
物
に
対
す
る
共
感
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
自
分
も
同
じ

動
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
、
恐
ろ
し
く
な
り
、
こ
の
芸

術
家
そ
の
人
も
、
一
匹
の
羊
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
さ
え
信
じ
た

く
な
る
の
だ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
が
外
皮
に
つ
つ
ま
れ
た
内
部
の

性
格
を
こ
の
よ
う
に
迫
真
的
に
表
わ
そ
う
し
て
、
こ
の
生
物
の
魂
の
中

ま
で
入
り
こ
ん
で
考
察
し
た
り
、
感
じ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ま
っ
た
く
驚
嘆
に
値
い
す
る
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
で
、
偉
大
な

才
能
と
い
う
も
の
が
、
自
分
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
対
象
に
つ
い
て
い

る
と
き
、
ど
ん
な
も
の
を
つ
く
り
出
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
わ
か

る★
。24 

あ
る
い
は
高
見
順
の
言
葉
、

作
家
は
対
象
と
己
と
の
間
に
（
音
楽
の
表
現
を
か
り
れ
ば
）
共
鳴
を

感
じ
た
時
、
初
め
て
そ
の
対
象
を
文
学
的
に
つ
か
む
こ
と
が
出
来
、
そ

れ
を
文
学
的
現
実
に
ま
で
高
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
…

…
さ
よ
う
な
共
鳴
が
作
家
に
独
創
を
与
え
る
の
だ
。
志
賀
直
哉
氏
が

「
暗
夜
行
路
」
を
書
い
て
十
何
年
か
経
っ
た
後
、
以
前
と
変
ら
ぬ
独
創
の

輝
き
を
以
っ
て
書
き
つ
づ
け
た
と
い
う
の
は
、
共
鳴
が
氏
の
う
ち
に
十

何
年
持
続
し
て
い
た
こ
と
を
語
る★
。25
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自
身
が
世
界
と
分
け
持
つ
も
の
を
、
よ
く
見
定
め
、
よ
く
自
分
が
共
鳴
す
る

対
象
を
探
す
こ
と
か
ら
芸
術
は
始
ま
る
。
こ
う
し
た
文
学
の
あ
り
方
は
、
我
々

に
自
他
の
問
題
の
生
き
た
答
え
を
指
し
示
し
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

★
1 

志
賀
直
哉「
和
解
」『
黒
潮
』一
九
一
七
年
一
〇
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』第
三
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
五
八
頁
。

★
2 

小
林
秀
雄
「
志
賀
直
哉
論
」『
改
造
』
一
九
三
八
年
二
月
、『
小
林
秀
雄
全
作
品
』

第
十
巻
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
、
八
九
〜
九
〇
頁
。

★
3 

前
掲
小
林
、「
志
賀
直
哉
論
」、
九
五
頁
。

★
4 

志
賀
直
哉
「
岩
波
文
庫
「
和
解
　
或
る
男
、
其
姉
の
死
」
跋
」『「
和
解
　
或

る
男
、
其
姉
の
死
」
岩
波
文
庫
、
一
九
二
七
年
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
六
巻
、

岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
六
八
頁
。

★
5 

エ
ッ
カ
ー
マ
ン
『
ゲ
ー
テ
と
の
対
話
』
上
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、

一
〇
九
〜
一
一
〇
頁
。

★
6 

前
掲
小
林
、「
志
賀
直
哉
論
」、
九
一
頁
。

★
7 

武
者
小
路
実
篤
「
或
る
男
」
新
潮
社
、
一
九
二
一
年
、『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』

第
五
巻
、
小
学
館
　
一
九
八
七
年
、
六
一
頁
。

★
8 

島
崎
藤
村
「
新
生
」
春
陽
堂
、
一
九
一
九
年
、『
藤
村
全
集
』
第
七
巻
　
筑

摩
書
房
、
四
一
頁
。

★
9 

武
者
小
路
実
篤
「
お
目
出
度
き
人
」
洛
陽
堂
　
一
九
一
一
年
、『
武
者
小
路

実
篤
全
集
』
第
一
巻
、
小
学
館
、
一
九
八
七
年
、
九
七
頁
。

★
10 

志
賀
直
哉
「
沓
掛
に
て
」『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年
九
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
一
二
頁
。

★
11 

志
賀
直
哉
「
太
宰
治
の
死
」『
文
藝
』
一
九
四
八
年
一
〇
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
二
五
八
頁
。

★
12 

志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」『
白
樺
』
一
九
二
〇
年
一
月
、『
志
賀
直
哉
全
集
』

第
三
巻
、
岩
波
書
店
　
一
九
九
九
年
、
二
七
九
頁
。

★
13 

葉
山
嘉
樹
「
海
に
生
く
る
人
々
」
改
造
社
、
一
九
二
六
年
、『
葉
山
嘉
樹
全
集
』

第
一
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
、
一
三
〇
頁
。

★
14 

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
イ
『
俳
優
修
業
』
山
田
肇
訳
　
未
来
社
　
一
九
七
五
年
、

三
二
頁
。

★
15 

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
『
芸
術
に
於
け
る
我
が
生
涯
』
下
、
蔵
原
惟
人
・
江

川
卓
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
〜
二
四
頁
。

★
16 

前
掲
『
ゲ
ー
テ
と
の
対
話
』
上
、
一
四
七
〜
一
四
八
頁
。

★
17 

高
見
順
「
文
学
的
現
代
紀
行
」『
群
像
』
一
九
六
〇
年
一
〜
一
二
月
、『
高
見

順
全
集
』
第
十
五
巻
、
勁
草
書
房
　
一
九
七
二
年
、
四
八
〇
〜
四
八
一
頁
。

★
18 

拙
著
『
生
と
し
て
の
文
学—

高
見
順
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
。

★
19 

高
見
順
「
文
学
者
の
運
命
」『
新
潮
』（
原
題
「
文
学
者
の
運
命
に
つ
い
て
」）

一
九
四
七
年
八
月
、『
高
見
順
全
集
』
第
十
三
巻
、
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
年
、

四
五
二
頁
。

★
20 

西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
二
三
年
、『
善
の
研
究
』
岩

波
文
庫
、
一
九
五
〇
年
、
二
〇
三
〜
二
〇
四
頁
。

★
21 

西
田
幾
多
郎
「
実
践
哲
学
序
論
」『
哲
学
論
文
集
第
四
』
岩
波
書
店
、

一
九
四
一
年
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

一
一
〇
頁
。

 

★
22 

志
賀
直
哉
「『
現
代
日
本
文
学
全
集
・
志
賀
直
哉
集
』
序
」　
現
代
日
本
文
学

全
集
『
志
賀
直
哉
集
』
改
造
社
、
一
九
二
八
年
、『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
六
巻
、
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岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
三
六
九
頁
。

★
23 

川
端
康
成
『
新
文
章
読
本
』
あ
か
ね
書
房
　
一
九
五
〇
年
、『
川
端
康
成
全
集
』

第
三
十
二
巻
　
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
、
二
三
〇
〜
二
三
一
頁
。

★
24 
前
掲
『
ゲ
ー
テ
と
の
対
話
』
上
、
一
二
〇
頁
。

★
25 

高
見
順
「
文
学
に
於
け
る
独
創
と
順
応
」『
都
新
聞
』
一
九
三
八
年
一
月
、

前
掲
『
高
見
順
全
集
』
第
十
三
巻
、
二
五
三
〜
二
五
五
頁
。

こ
ば
や
し
・
あ
つ
こ
（
就
実
大
学
講
師
）




