
欲
望
の
接
合
点

『彼
岸
過
迄
』

慶
文

す
れ
違
う
語
り

『
彼
岸
過
迄
』
を
論
じ
た
諸
々
の
作
品
論
に
お
い
て

「
語
り
と

構
成
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
常
に
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
り
続
け
て

き
た
。
『
彼
岸
過
迄
』
の
「
語
り
と
構
成
」
の
取
り
扱
い
は
、
こ
の
作

「
敬
太
郎
の
物
語
」
と
読
む
か
を

左
右
す
る
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
激
石
の
創
作
上
の
「
成
功
/
失
敗
」

を
論
じ
よ
う
と
す
る
論
者
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
問
題
だ
っ
た
か
ら

品
を
「
須
永
の
物
語
」
と
読
む
か

で
あ
る
。

分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
語
り
手
た
ち
に
注
目
し
た
論

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
聴
き
手
の
敬
太
郎
に
注
目
し
た
論
に
お
い
て

も
、
語
ら
れ
た
内
容
・
語
り
手
や
聴
き
手
の
態
度
で
あ
る
。

そ
こ
で

は
、
物
語
行
為
が
き
ち
ん
と
聴
き
手
に
向
け
て
な
さ
れ
て
い
る
か
否

-A
岡
I
l
l
-
-

=
=
n
H
 

土
屋

か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
と
聴
き
手
の
間
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ

ヨ
ン
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
何
の
疑
い
も
持
た
れ
て

こ
な
か
っ
た
。
本
論
で
は
、
作
中
人
物
に
し
て
語
り
手
の
一
人
で
も

あ
る
須
永
市
蔵
の
物
語
が
誰
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
ム
ユ
度
問

い
直
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
、
『
彼
岸
過
迄
』
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
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の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
様
相
を
考
察
し
て
い
く
。
ま
た
そ
れ
を

を
通
じ
て
、
他
者
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
を
拒
否
す
る
者
と
し
て

読
ま
れ
続
け
て
き
た
須
永
像
を
再
考
し
た
い
。

ま
ず
は
作
中
人
物
の
語
り
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

一
読
す
れ
ば
分
か
る
と
お
り
、
『
彼
岸
過
迄
』
の
語
り
は
入
れ
子

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
、
物
語
世
界
外
に
い
る
三
人
称

の
語
り
手
に
よ
っ
て
物
語
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
時
々
、

作
中
人
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
物
語
言
説
が
挿
入
さ
れ
る
。

「須
永
の



話
」
で
は
須
永
を
語
り
手
と
す
る
物
語
が
、
「
松
本
の
話
」
で
は
松
本

を
語
り
手
と
す
る
物
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
須
永
の

話
」
に
お
け
る
須
永
市
蔵
に
よ
る
語
り
の
中
に
も
、
感
情
の
吐
露
や

自
分
の
行
動
へ
の
弁
解
や
補
足
の
説
明
を
数
多
く
確
認
で
き
る
。
も

っ
と
も
、
こ
れ
は
至
僅
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
須
永
の
話
」
は
、
須

永
が
自
分
と
千
代
子
の
聞
に
起
き
た
出
来
事
に
つ
い
て
敬
太
郎
に
語

り
聞
か
せ
る
章
で
あ
り
、

そ
の
際
の
言
葉
が
そ
の
ま
ま
物
語
言
説
に

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
敬
太
郎
と
い
う

た
だ
一
人
の
聞
き
手

の
前
で
物
語
行
為
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら

一
対

一
で
話
を
聞
か
せ

る
状
況
に
お
い
て
、
補
足
や
感
想
を
話
の
途
中
に
挟
む
の
は
不
自
然

な
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
の
物
語
言
説
中
に
は
、
須
永
は
敬
太

郎
に
話
を
聞
か
せ
て
い
る
と
い
う
前
提
を
揺
る
が
す
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

斯
う
云
っ
て
も
人
に
は
通
じ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
僕
は

意
地
の
強
い
男
で

又
意
地
の
弱
い
男
な
の
で
あ
る
。
〔
「
須
永

の
話
」
十
三
、
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
)

僕
は
何
ん
な
苦
痛
と
犠
牲
を
忍
ん
で
も
、
超
然
と
手
を
懐
ろ

に
し
て
恋
人
を
見
棄
て
』
仕
舞
ふ
積
で
い
る
。
男
ら
し
く
な
い

と
も
、
勇
気
に
乏
し
い
、
意
志
が
薄
弱
だ
と
も
、
他
か
ら
評
し

た
ら
何
う
に
で
も
評
さ
れ
る
だ
ら
う
。
(
「
須
永
の
話
」
二
十
三
)

高
木
に
は
夫
か
ら
以
後
つ
い
ぞ
顔
を
合
せ
た
事
が
な
か
っ

た
。
千
代
子
と
僕
に
高
木
を
加
へ
て
三
つ
巴
を
描
い
た
一
種
の

関
係
が
、
夫
限
発
展
し
な
い
で
、
其
中
の
劣
敗
者
に
当
る
僕
が
、

恰
も
運
命
の
先
途
を
予
知
し
た
如
き
態
度
で
、
中
途
か
ら
渦
巻

の
外
に
逃
れ
た
の
は
、
此
話
を
聞
く
も
の
に
取
っ
て
、
定
め
し

不
本
意
で
あ
ら
う
。
(
「
須
永
の
話
」
二
十
五
)
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然
し
実
を
云
ふ
と
、
僕
は
千
代
子
の
口
か
ら
直
下
に
高
木
の

事
を
聞
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
女
が
彼
を
何
う

思
っ
て
ゐ
る
か
、
夫
を
判
切
胸
に
畳
み
込
ん
で
置
き
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。
是
は
嫉
妬
の
作
用
な
の
だ
ら
う
か
。
も
し
此
話
を

聞
く
も
の
が
、
嫉
妬
だ
と
い
ふ
な
ら
、
僕
に
は
少
し
も
異
存
が

な
い
。
{
「
須
永
の
話
」
三
十
)

そ
れ
ぞ
れ
の
引
用
に
は

「
人
」
・
「
他
」
・
「
こ
の
話
を
聞
く
も
の
」



と
い
っ
た
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

わ
ぎ
わ
ざ
「
こ
の
話
を
聞
く
も

の
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
物
語
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
理
由
を
合

理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は

太
郎
が
公
表
を
前
提
に
し
て
、
須
永
か
ら
聞
き
取
り
を
し
て
い
る
の

だ
と
考
え
れ
ば
一
応
の
説
明
は
つ
く
。

し
か
し
、
物
語
が
始
ま
る
前

の
二
人
の
や
り
取
り
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
切
話
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
辻
棲
が
合
わ
な
い
。
こ
の

「須
永
の
話
」
と
い
う
章
の
大

部
分
は
、
自
分
と
千
代
子
の
聞
に
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

須
永
が
敬
太
郎
に
語
り
聞
か
せ
た
談
話
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
須
永
は
敬
太
郎
に
一
対
一
で
話
を
聞
か
せ

て
い
る
の
だ
か
ら

は
じ
め
の
引
用
と
二
つ
目
の
引
用
で
は
そ
れ
ぞ

れ
、
「
君
に
は
通
じ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
」
、
続
く
引
用
で
は

か
ら
評
し
た
ら
何
う
に
で
も
評
さ
れ
る
だ
ら
う
」
と
い
う
語
り
方
を

選
ん
で
も
い
い
は
ず
で
あ
る
。

残
り
二
つ
の
引
用
箇
所
に

つ
い
て
は
、
右
と
同
じ
理
由
で
、

に
取
っ
て
、
定
め
し
不
本
意
で
あ
ら
う
」
・
「
君
が
嫉
妬
だ
と
い
ふ
な

ら
へ
と
い
う
語
り
方
を
選
ぶ
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
る
と
さ
え
言
え

る
。
こ
こ
で
、
も
し
か
す
る
と
、
前
半
の
二
つ
の
引
用
し
た
記
述
に

関
し
て
は
、
自
己
評
価
に
一
般
性
が
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に

こ
の
よ
う
な
言
い
回
し
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
れ
ば
す
む
の

で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
次
の

敬

事
実
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
読
み
が
成
立
す
る
蓋
然
性
は
き
わ
め
て
低

い
も
の
と
な
る
。
須
永
の
叙
述
に
お
い
て
、
「
君
」
等
の
二
人
称
を
使

っ
た
、
聴
き
手
リ
敬
太
郎
に
対
す
る
呼
び
か
け
は
一
度
も
行
わ
れ
て

い
な
い
の
だ
。
須
永
が
敬
太
郎
だ
け
に
向
け
て
物
語
を
語
ろ
う
と
し

て
い
る
と
断
定
で
き
る
板
拠
は
、
少
な
く
と
も
須
永
の
語
り
の
中
に

は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
須
永
は
敬
太
郎
を
自
の
前
に
し
な

が
ら
も
、
敬
太
郎
だ
け
に
向
か
っ
て
物
語
を
語
ろ
う
と
は
し
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
一
体
、
須
永
は
誰
に
向
か
っ
て
物
語
を
語

っ
て
い
る
の

「君

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
藤
井

淑
禎
に
よ
る
、

い
ま
引
用
し
た
の
と
同
じ
箇
所
に
つ
い
て
の
評
価
を

見
て
み
た
い
。

「君

敬
太
郎
を
乗
り
越
え
て
直
接
、
読
者
を
相
手
ど
っ
て
い
る
よ
う

に
も
読
め
て
し
ま
う
。
(
中
略
)
批
評
性
と
啓
蒙
性
が
豊
富
で
、

カミ

イコ

こ
の
時
で
な
く
て
は
、

と
い
う
ケ

l
ス
を
ま
っ
て
始
め
て

人
称
体
は
そ
の
力
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
よ
う
な
の
だ
。
そ
の
意



味
で
、
後
期
三
部
作
中
で
四
つ
の
要
素
を
す
べ
て
満
た
し
た
完
壁

と
い
っ
て
い
い
一
人
称
体
は
、
『
こ
』
ろ
』
の
先
生
の
遺
書
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
。
(
中
略
)
こ
の
完
壁
さ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の

他
の
一
人
称
体
は
ど
こ
か
に
綻
び
が
あ
る
し

そ
の
分
、
色
槌
せ

て
み
え
る
。
(
中
略
)
後
期
三
部
作
を
書
き
継
ぐ
過
程
で
、
激
石
は

一
人
称
体
が
豊
か
な
可
能
性
を
も
っ
反
面
、
時
に
は
足
柳
と
も
な

り
、
綻
び
を
も
招
き
か
ね
な
い
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に

[
1
]
 

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

須
永
の
言
葉
が

「
読
者
を
相
手
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
て
し

ま
う
」
と
す
る
分
析
は
秀
抜
で
あ
る
。

し
か
し
、
藤
井
は

「
批
評
性

と
啓
蒙
性
が
豊
富
で
、

七、

Jコ

と
い
う
ケ
|

こ
の
時
で
な
く
て
は

ス
を
ま
っ
て
始
め
て
一
人
称
体
は
そ
の
力
を
十
二
分
に
発
揮
す
る
」

と
す
る
立
場
か
ら
こ
の
須
永
の
語
り
を
、
激
石
の

一
人
称
体
が
成
熟

し
て
い
く
過
渡
期
に
見
ら
れ
る

「
綻
び
」
と
意
味
付
け
る
に
留
め
て

お
り
、
「
読
者
を
相
手
ど
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
て
し
ま
う
」
語
り

が
持
つ
可
能
性
の
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
は
、
『
彼
岸
過
迄
』

に
お
け
る
須
永
の
語
り
が
、
敬
太
郎
の
み
を
相
手
ど
っ
た
語
り
と
し

て
読
め
な
い
こ
と
の
意
味
を

登
場
人
物
間
の
行
為
の
連
鎖
を
分
析

し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
須
永
市
蔵
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
評

価
が
な
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
重
ね
ら
れ
て
き
た
『
彼

岸
過
迄
』
論
に
は
、
須
永
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
が
少
な
く
(
敬
太

郎
論
や
構
成
の
成
否
を
論
じ
た
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
)
、
し
か
も
評
価
は

ほ
ぼ
一
様
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
中
村
直
子
は
「
須
永
の
話
」

を
須
永
と
千
代
子
の

「
関
係
性
の
物
語
」
と
し
、
高
木
と
の
競
争
を

避
け
、
千
代
子
か
ら
の
ア
プ
ロ

ー
チ
に
応
じ
る
こ
と
も
な
い
須
、
氷
を

「
他
者
と
の
結
び
つ
き
を
切
望
し
な
が
ら
も
、

そ
の
自
意
識
の
高
さ

ゆ
え
に
関
係
性
の
場
を
構
築
で
き
な
い
人
間
」
と
論
じ
た
。
佐
藤
泉

は
、
母
の
思
惑
通
り
に
千
代
子
と
結
ぼ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
須
永
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は
、
「
他
人
の
物
語
に
浸
透
さ
れ
た
自
己
の
生
に
脅
え
」
る
「
物
語
の

目
的
論
に
対
す
る
疑
い
を
抱
く
主
人
公
」
と
し
て
意
味
付
け
、
「
終
わ

り
H
目
的
に
向
か
っ
て
統
一
さ
れ
る
言
葉
の
秩
序
を
否
認
す
る
こ
と

は
、
他
者
の
意
図
の
円
満
な
完
結
に
向
か
う
機
能
を
失
調
さ
せ
る
意

志
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
れ
と
似

た
論
と
し
て
、
工
藤
京
子
は
千
代
子
に
よ
っ
て
貼
ら
れ
た
「
不
人
情
」

の
レ
ッ
テ
ル
を
解
体
す
る
た
め
の
須
永
の
語
り
の
戦
略
性
を
指
摘
し

て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
、
「
他
人
の
物
語
に
浸
透
さ
れ
」
る
こ
と
を



拒
否
す
る
者
と
し
て
の
須
永
を
論
じ
た
佐
藤
の
論
の
フ
ォ
ロ

ー
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

い
ず
れ
の
論
者
も
、
他
者
か
ら
の
働
き
か
け
を
拒
否
す
る
者
と
し

て
須
永
を
意
味
付
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ

ば
、
須
永
の
振
る
舞
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
関
係
性
の
断
絶

を
見
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
各
々
の
論
に
は
疑
問
に
感
じ
ら

れ
る
点
も
多
い
。
工
藤
の
論
は
敬
太
郎
論
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
な

の
で
措
く
と
し
て
、
中
村
直
子
の
論
で
は
、
「
須
永
の
話
」
を
、

永
と
千
代
子
の
間
で
相
関
的
に
生
成
さ
れ
る
物
語
」

で
あ
る
と
し

須
永
の
物
語
と
し
て
の
み
読
ま
れ
て
き
た
ヤ
」
と
に
対
す
る
問
題
提
起

を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
肝
心
の
、
千
代
子
が
い
か
に
「
須
永
の
話
」

の
生
成
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ

て
い
な
い
。

一
方
、
佐
藤
の
論
は
、
「
物
語
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が

「
虚
構
」
や
「
生
」
と
い
っ
た
言
葉
と
混
同
さ
れ
て
お
り
、
決
め
言

葉
だ
け
が
滑
走
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
し
か
聞
こ
え
な
い
き
ら
い
が
あ

る
ま
た
そ
も
そ
も
、
本
当
に
須
永
を
「
他
人
の
物
語
」
を
拒
否
し

関
係
を
取
り
結
ぶ
こ
と
を
拒
否
す
る
人
物
と
結
論
付
け
て
も
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で

N
・
ル
|

マ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論

を
援
用
し
て
考
え
て
み
た
い
。

ル
ー

マ
ン
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ
ヨ

ン
を
行
為
の
連
鎖
と
し
て
分
析
し
た
わ
け
だ
が
、

こ
れ
に
従
え
ば

須
永
が
母
親
の
意
向
に
背
い
た
こ
と
や
、
高
木
に
嫉
妬
し
鎌
倉
を
去

っ
た
こ
と
も
一
つ
の

「
行
為
」

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
須
永
の
反
応
を

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
見
な
さ
な
い
解
釈
が
可
能
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
須
永
が
周
囲
の
人
物
に
よ
っ
て
投
げ
か

け
ら
れ
た
行
為
に
(
た
と
え
そ
れ
が
ス
ト
レ
ー
ト
な
対
応
で
は
な
い
に
せ

須

よ
)
き
ち
ん
と
応
答
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に

応
じ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
説
き
明
か
し
て
い
き
た
い
。

そ

し
て
彼
の
応
答
の
態
度
と
彼
の
語
り
方
の
響
き
合
い
も
併
せ
て
示
し
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て
い
く
。ね

じ
れ
て
つ
な
が
る

須
永
が
敬
太
郎
で
は
な
く
、

不
特
定
多
数
の
他
者
を
相
手
に
物
語

を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
じ
め
に
考
察
す
る
。

こ
の
こ
と
に
つ

い
て
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
、
須
永
の
他
者
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
分
析
し
て
い
き
た
い
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
尋
問
り
な
が



ら
も
語
ら
な
い
」
須
永
の
態
度
は
、
行
為
の
連
鎖
を
ひ
た
す
ら
拒
否

し
て
い
く
人
物
像
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
の
実
そ

れ
は
、
須
永
な
り
の

「
好
奇
心
」
に
対
す
る
ね
じ
れ
た

敬
太
郎
の

応
答
な
の
で
あ
る
。

以
後
、
本
文
の
具
体
的
な
分
析
を
し
な
が
ら
須

永
の
態
度
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

行
為
の
連
鎖
を
拒
否
す
る
須
永
の
性
向
は
、
彼
が
初
め
て
作
中
に

登
場
し
た
瞬
間
か
ら
し
る
し
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
敬
太
郎
に
須
永
と
い
ふ
友
達
が
あ
っ
た
。
是
は
軍
人
の
子
で
あ

り
な
が
ら
軍
人
が
大
嫌
で
、
法
律
を
修
め
な
が
ら
役
人
に
も
会
社

員
に
も
な
る
気
の
な
い
、
至
っ
て
退
嬰
主
義
の
男
で
あ
っ
た
」
(
「
停

留
所

こ
の
記
述
に
は
、
自
分
の
血
統
に
対
し
否
定
的
な
須
永
の
態
度
と
、

就
職
し
て
社
会
に
参
画
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
も
の
と
し
て
の
須
永

の
性
質
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
性
質
は
、
こ
の
小
説
全
体

を
統
べ
て
い
る
三
人
称
の
語
り
手
の
み
が
下
し
た
一
方
的
な
評
価
で

は
な
く
、
後
に
須
永
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
裏
打
ち
さ
れ
る
。
た

と
え
ば
自
分
の
血
統
に
対
す
る
否
定
的
な
態
度
は
、
「
自
分
の
顔
を
鏡

の
裏
に
見
る
た
ん
び
に
、

そ
れ
が
胸
の
中
に
収
め
た
父
の
容
貌
と
大

変
似
て
ゐ
る
の
を
思
ひ
出
し
て
は
不
愉
快
に
な
る
」
(
「
須
永
の
話
」
三
)

と
い
う
言
葉
や
、

父
の
忠
告
を
聞
い
た
際
の

「
父
の
小
言
を
丸
で
必

要
の
な
い
余
計
な
事
の
様
に
考
へ
て
病
室
を
出
た
」
(
同
一
ニ
)
と
い
う

反
抗
的
な
述
懐
か
ら
確
認
で
き
る
。
彼
の
、
社
会
に
出
て
い
く
こ
と

を
拒
否
す
る
態
度
に
関
し
て
は
、
「
就
職
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
唯
の

一
日
も
頭
を
使
っ
た
事
が
な
い
」
(
同
五
)
、

「全
く
信
念
の
欠
乏
か
ら

来
た
引
込
み
思
案
」
(
同
五
)
、
「
僕
は
時
め
く
た
め
に
生
れ
た
男
で
は

な
い
」
(
同
五
)
、
「
僕
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
家
名
を
揚
げ
得
る

男
で
は
な
い
」
(
同
五
)
と
い
っ
た
言
葉
た
ち
が
そ
れ
と
符
合
し
て
い
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る
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
か
ら
逸
脱
す
る
性
向
を
持
っ
た
人
物
と
し
て

登
場
し
た
須
永
は

こ
の
他
に
も
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
連
鎖
を
拒
否
す

る
か
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
。

「雨
の
降
る
日
」
に
お
い
て
須

永
は
、
宵
子
の
死
に
際
し
て
人
並
み
に
悲
し
む
こ
と
の
で
き
な
い

「不

人
情
」
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

二
人
の
問
答
を
後
の
方
で
冷
淡
に
聞
い
て
ゐ
た
須
永
は
、
鍵
な

ら
僕
、
が
持
っ
て
来
て
ゐ
る
よ
と
云
っ
て
、
冷
た

い
重
い
も
の
を
扶



か
ら
出
し
て
叔
母
に
渡
し
た
。
御
仙
が
夫
を
受
付
口
へ
見
せ
て
ゐ

る
聞
に
、
千
代
子
は
須
永
を
窓
な
め
た
。

「
市
さ
ん
、
貴
方
本
当
に
悪
ら
し
い
方
ね
。
持
っ
て
る
な
ら
阜
く

出
し
て
上
れ
ば
可
い
の
に
。
叔
母
さ
ん
は
宵
子
さ
ん
の
事
で
、
頭

が
盆
槍
し
て
ゐ
る
か
ら
忘
れ
る
ん
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

須
永
は
唯
微
笑
し
て
立
っ
て
ゐ
た
。

「
貴
方
の
様
な
不
人
情
な
人
は
斯
ん
な
時
に
は
一
層
来
な
い
方

が
可
い
わ
。
宵
子
さ
ん
が
死
ん
だ
っ
て
、
一
課
一
つ
零
す
ぢ
ゃ
な
し
」

「
不
人
情
な
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
ま
だ
子
供
を
持
っ
た
事
が
な
い
か
ら

親
子
の
情
愛
が
能
く
解
ら
な
い
ん
だ
よ
」
(
「
雨
の
降
る
日
」
七

「
市
さ
ん
、
も
う
用
意
が
出
来
た
ん
で
す
っ
て
」

須
永
は
千
代
子
の
声
を
聞
い
て
黙
っ
た
億
帰
っ
て
来
た
が
、

「あ
の
竹
薮
は
大
変
見
事
だ
ね
。
何
だ
か
死
人
の
奮
が
肥
料
に
な

っ
て
、
あ
』
生
々
延
び
る
様
な
気
が
す
る
ぢ
ゃ
な
い
か
。
此
所
に

出
来
る
衡
は
陀
度
旨
い
よ
」
と
云
っ
た
。
千
代
子
は
「
お
』
厭
だ
」

と
云
い
放
し
に
し
て
、
さ
っ
さ
と
又
並
等
を
通
り
抜
け
た
。
(
同
八
)

御
坊
が
小
器
用
に
歯
を
姶
い
分
け
て
呉
れ
た
時
、
顎
を
く
し
ゃ

ノ
¥
と
潰
し
て
そ
の
中
か
ら
二
三
枚
択
り
出
し
た
の
を
見
た
須
永

は

「
斯
う
な
る
と
丸
で
人
間
の
様
な
気
が
し
な
い
な
。
砂
の
中

か
ら
小
石
を
拾
ひ
出
す
と
同
じ
事
だ
」

と
独
言
の
様
に
云
っ
た
。

下
女
が
三
和
土
の
上
に
ぽ
た
/
¥
と
涙
を
落
し
た
。
御
仙
と
千
代

子
は
箸
を
置
い
て
手
県
を
顔
へ
当
て
た
。
(
同
八
)

一
つ
目
の
引
用
で
須
永
は
千
代
子
か
ら

「不
人
情
な
人
」
と
責
め

ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
続
く
引
用
部
に
お
い
て
も
須
永
は
、
幼
子
の
葬

式
の
場
で
口
に
す
る
に
し
て
は
あ
ま
り
に
無
神
経
な
言
動
を
取
り
続

け
る
。
彼
の
一
連
の
発
言
は
、
身
内
の
死
に
際
し
て
の
反
応
と
し
て

57 

lま

「あ
さ
っ
て
の
方
向
」
を
向
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
宵
子

の
死
に
対
す
る
悲
し
み
を
表
明
し
、
一
波
を
流
す
千
代
子
や
御
仙
と
は

対
照
的
で
、
常
識
的
な
行
為
の
連
鎖
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
に
読
め

る
。
須
永
自
身
は

「
不
人
情
な
ん
じ
ゃ
な
い
。
ま
だ
子
供
を
持
っ
た

事
が
な
い
か
ら
、
親
子
の
情
愛
が
能
く
解
ら
な
い
」
の
だ
と
釈
明
を

し
て
い
る
が

こ
れ
と
同
内
容
の
こ
と
は
先
ほ
ど
の

「退
嬰
主
義
」

の
場
合
と
同
様
に
、
「
須
永
の
話
」
の
中
で
須
永
自
身
の
叙
述
と
い
う

形
を
取
っ
て
、
「
僕
は
子
が
な
い
か
ら
、
自
分
の
血
を
分
け
た
温
た
か

い
肉
の
塊
り
に
対
す
る
情
は
、
今
で
も
比
較
的
薄
い
か
も
知
れ
な
い
」



と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
性
向
も
ま
た
、
三
人
称
の
語
り
手
の
み
に

よ
る
評
価
で
は
な
く
、
須
永
自
身
の
語
り
の
中
で
も
印
象
付
け
ら
れ

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

須
永
が
素
直
な
応
答
を
見
せ
な
い
場
面
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

前
節
で
挙
げ
た
佐
藤
の
論
や
中
村
の
論
で
も
考
察
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
「
千
代
子
と
の
結
婚
の
矩
否
」
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
こ
そ
が
須
永
に
よ
る

「
行
為
の
連
鎖
の
拒
否
」

の
最
も
顕
著
な

そ
れ
ゆ
え
に
度
々
テ

1
7
化
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。
し

か
し
本
論
で
は
、
須
永
が
千
代
子
と
の
結
婚
・
恋
愛
を
果
た
さ
な
か

例
で
あ
り
、

っ
た
こ
と
を
佐
藤
の
言
う
よ
う
な
「
恋
愛
物
語
」
「
家
族
物
語
」
の
拒

否
と
し
て
見
な
す
こ
と
は
し
な
い
。

む
し
ろ
須
永
は
、
千
代
子
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、

そ
れ
は
通
常
期
待
さ
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
応
答
そ
れ
自
体
は
き
ち
ん
と
果

た
し
て
い
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

確
か
に
須
永
は
、

母
の
筋
書
き
通
り
の
振
る
舞
い
を
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
後
悔
と
も
働
悔
と
も
つ
か
な
い
調
子
で

初
め
は
抽
象
的
に
、
や
が
て
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。

僕
は
母
に
対
し
て
決
し
て
従
順
な
息
子
で
は
な
か
っ
た
。

父
の

死
ぬ
前
に
枕
元
へ
呼
び
付
け
ら
れ
て
意
見
さ
れ
た
丈
あ
っ
て
、

さ
い
う
ち
か
ら
能
く
母
に
逆
ら
っ
た
。
大
き
く
な
っ
て
、
女
親
だ

け
に
猶
更
優
し
く
し
て
遣
り
た
い
と
い
ふ
分
別
が
出
来
た
後
で

も
、
矢
つ
張
り
彼
女
の
云
ふ
通
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
(
「
須
永

の
話
相
」
一
ニ
)

父
が
死
ん
で
以
後
の
今
の
僕
は
母
に
対
し
て
の
一
人
息
子
で

あ
る
。
だ
か
ら
僕
は
母
を
出
来
る
丈
大
事
に
し
な
け
れ
ば
済
ま
な

ぃ
。
が
、
実
際
は
閉
じ
源
因
が
却
っ
て
僕
を
我
憧
に
し
て
ゐ
る
。

(
同
四

1
五
)
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母
は
僕
の
高
等
学
校
に
這
入
っ
た
時
分
そ
れ
と
な
く
千
代
子

の
事
を
灰
め
か
し
た
。

そ
の
頃
の
僕
に
色
気
の
あ
っ
た
の
は
無
論

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
未
来
の
妻
と
い
ふ
観
念
は
丸
で
頭
に
無
か
っ

た
。
そ
ん
な
話
に
取
り
合
ふ
落
ち
付
さ
へ
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。

同
六
)

其
時
僕
は
適
当
な
機
会
を
利
用
し
て
わ
ざ
と
叔
父
に

「千
代
子

さ
ん
の
縁
談
は
ま
だ
纏
ま
り
ま
せ
ん
か
」
と
聞
い
た
。
そ
れ
は
固



よ
り
僕
が
千
代
子
に
対
し
て
他
意
の
な
い
と
い
ふ
事
を
示
す
た

め
で
あ
っ
た
。
が
又
一
方
で
は

一
日
も
早
く
こ
の
問
題
の
解
決

が
着
け
ば
‘
自
分
も
安
心
だ
し
、
千
代
子
も
幸
福
だ
と
考
え
た
か

ら
で
あ
る
。
(
同
八

右
に
引
用
し
た
通
り
須
永
は
母
の
期
待
に
応
ず
る
こ
と
な
く
、
千

代
子
が
自
分
の
妻
に
な
る
可
能
性
の
芽
を
摘
み
取
る
よ
う
な
行
動
を

重
ね
て
い
く
。
須
永
は
実
際
、
敬
太
郎
に
自
分
と
千
代
子
の
過
去
を

語
る
時
点
に
至
る
ま
で
は
も
ち
ろ
ん
、

小
説
が
終
わ
り
を
迎
え
る
時

ま
で
千
代
子
と
結
婚
す
る
こ
と
は
な
く
、

母
の
期
待
に
応
え
て
は
い

t

、o

J
J
一ー
ν

し
か
し
、

そ
の
際
に
直
接
相
対
し
て
い
た
千
代
子
と
の
や
り

取
り
に
お
い
て
、
須
永
の
行
為
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た

か
に
つ
い
て
は
別
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
結
果
と
し
て
結
婚
を
し
て
い
な
い
こ
と
」

か
ら
、
物
語
批
判
の
構

造
を
読
む
の
は
手
続
き
と
し
て
は
分
か
り
ゃ
す
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

結
婚
し
な
い
こ
と
も
ま
た

一
つ
の
応
答
と
し
て
見
な
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
を
素
朴
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

「
断
絶
」
と
見
な
し

た
途
端
に
、
「
過
程
と
し
て
の
恋
愛
の
中
に
あ
る
葛
藤
」
を
分
析
す
る

こ
と
で
見
え
て
く
る
複
雑
な
行
為
の
連
鎖
の
様
相
を
見
落
と
し
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

須
永
と
千
代
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

互
い
に
相
手
の
期

待
に
応
え
る
形
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
「
行
為
の
連
鎖
」
は
常
に

成
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
須
永
が
自
身
の
千
代
子
に
対
す
る
好
意

に
気
付
か
さ
れ
る
場
面
。

僕
は
自
分
の
気
分
を
変
へ
る
た
め
わ
ざ
と
彼
女
に
何
時
頃
嫁

に
行
く
積
か
と
聞
い
た
。
彼
女
は
も
う
直
に
行
く
の
だ
と
答
へ
た
。

「
然
し
ま
だ
極
っ
た
訳
ぢ
ゃ
な
い
ん
だ
ら
う
」

「
い
い
え
、
も
う
極
っ
た
の
」

彼
女
は
明
ら
か
に
答
へ
た
。
今
ま
で
自
分
の
安
心
を
得
る
最
後
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の
手
段
と
し
て
、

一
日
も
早
く
彼
女
の
縁
談
が
纏
ま
れ
ば
好
い
が

と
念
じ
て
ゐ
た
僕
の
心
臓
は
、
此
答
と
共
に
ど
き
ん
と
音
の
す
る

浪
を
打
っ
た
。
さ
う
し
て
毛
穴
か
ら
這
ひ
出
す
様
な
膏
汗
が
、
脊

中
と
臓
の
下
を
不
意
に
襲
っ
た
。
千
代
子
は
文
庫
を
抱
い
て
立
ち

上
っ
た
。
障
子
を
開
け
る
と
き

上
か
ら
僕
を
見
下
し
て
、

I鹿

よ
」
と
一
口
判
切
云
ひ
切
っ
た
催
、
自
分
の
室
の
方
へ
出
て
行
つ

た。
僕
は
動
く
考
も
な
く
故
の
席
に
坐
っ
て
ゐ
た
。
僕
の
胸
に
は



忌
々
し
い
何
物
も
宿
ら
な
か
っ
た
。
千
代
子
の
嫁
に
行
く
か
行
か

な
い
か
が
、
僕
に
何
う
影
響
す
る
か
を
、

こ
の
時
始
め
て
実
際
に

自
覚
す
る
事
の
出
来
た
僕
は

そ
れ
を
自
覚
さ
せ
て
呉
れ
た
彼
女

の
翻
弄
に
対
し
て
感
謝
し
た
。
僕
は
今
迄
気
が
付
か
ず
に
彼
女
を

愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
或
は
彼
女
が
気
が
付
か
な

い
う
ち
に
僕
を
愛
し
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
(
「
須
永
の

話
」
十
)

こ
こ
で
は
、
千
代
子
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
だ
が
、
逆
に
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て

須
永
は

「
自
分
の
千
代
子
へ
の
好
意
」
と
い
う
真
実

に
た
ど
り
つ
い
て
お
り
、
逆
説
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
メ
デ
イ

ア
の
概
念
で
言
う
な
ら
ば
、
「
真
理
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し

て
は
成
立
し
て
い
な
い

千
代
子
は
嘘
を
つ
い
た
)
の
だ
が
、
須
永
が

狼
狽
と
い
う
反
応
を
見
せ
る
こ
と
で
、
須
永
の
千
代
子
に
対
す
る
好

意
が
示
さ
れ
て
お
り
、「
愛
」
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
立

派
に
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
と
似
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

構
造
は
、
次
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

千
代
子
は
其
中
か
ら
僕
の
描
い
た
画
を
五
六
枚
出
し
て
見
せ

た

(
中
略
)

「貴
方
そ
れ
を
描
い
て
下
す
っ
た
時
分
は
、
今
よ
り
余
程
親
切
だ

っ
た
わ
ね
」

千
代
子
は
突
然
斯
う
云
っ
た
。
僕
に
は
其
意
味
が
丸
で
分
ら
な

か
っ
た
。
画
か
ら
眼
を
上
げ
て

彼
女
の
顔
を
見
る
と
、
彼
女
も

黒
い
大
き
な
瞳
を
僕
の
上
に
凝
と
据
ゑ
て
ゐ
た
。
僕
は
何
う
い
ふ

訳
で
そ
ん
な
事
を
云
ふ
の
か
と
尋
ね
た
。
彼
女
は
そ
れ
で
も
答
え

ず
に
僕
の
顔
を
見
詰
て
ゐ
た
。
や
が
て
何
時
も
よ
り
小
さ
な
声
で

「で
も
近
頃
頼
ん
だ
っ
て
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そ
ん
な
に
精
出
し
て
描
い
て
は
下
さ

ら
な
い
で
せ
う
ね
」
と
云
っ
た
。
僕
は
描
く
と
も
描
か
な
い
と
も

答
へ
ら
判
な
か
っ
た
。
た
ジ
腹
の
中
で
、
彼
女
の
言
葉
を
尤
も
巴

と
首
肯
っ
た
。
(
「
須
永
の
話
」
十
)

須
永
に
は
、

千
代
子
が
な
ぜ

「貴
方
そ
れ
を
描
い
て
下
す

っ
た
時

分
は
、
今
よ
り
余
程
親
切
だ
っ
た
わ
ね
」
と
言
っ
た
の
か
が
分
か
ら

な
い
。
千
代
子
に
訳
を
問
う
て
も
彼
女
は
た
だ
眼
差
し
を
送
る
の
み

で
言
葉
で
は
答
え
な
い
。

一
方
の
須
永
も
、
自
分
が
再
び
千
代
子
の

た
め
に

「精
出
し
て
」
絵
を
書
い
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か



答
え
ら
れ
な
い
。

し
か
し
一
方
で
、
千
代
子
の
言
葉
を
「
尤
も
」
だ

と
「
首
肯
」
す
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
声
の
レ
ベ
ル
で
の
デ
イ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
一
方
で
、

ノ
ン
パ

l
パ
ル
な
レ
ベ

ル
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
つ
前
の
引
用
に
見
ら
れ
る
、
二
重
化
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
相
似
を
成
し
て
い
る
と
言
え
る
。
従
来
の
研
究
に
お
い
て
須
永
は

「
関
係
性
」
を
遍
く
拒
否
・
断
絶
す
る
人
物
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た

そ
れ
は
、
三
人
称
の
語
り
手
の
言
葉
を
鵜
呑
み
に
し
、

繊
細
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
の
分
析
が
脱
落
し
て
い
た
こ

わ
け
だ
が
、

と
で
も
た
ら
さ
れ
た
、
「
創
ら
れ
た
須
永
像
」
で
あ
っ
た
と
言
‘
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
須
、
氷
と
敬
太
郎
の
応
答
関
係
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
小
説
の
原
理
の
部
分
に
注
目
す
る
と
、

『
彼
岸
過
迄
』
の
物
語
を
駆
動
し
て
い
る
の
は
敬
太
郎
の
「
好
奇
心
」

と
就
職
活
動
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
は
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
に
人

か
ら
話
を
聞
い
て
回
り

ま
た
、
職
を
得
る
た
め
に
人
か
ら
人
へ
紹

介
を
受
け
て
話
を
聞
い
て
回
り
、
時
に
使
い
を
頼
ま
れ
る
。
作
中
に

お
け
る
そ
の
役
回
り
と
し
て
も
、
実
際
に
物
語
の
構
成
上
果
た
し
て

い
る
機
能
の
面
か
ら
見
て
も
、
敬
太
郎
は
作
中
に
お
け
る

「話
を
聞

く
欲
望
」
を
一
手
に
引
き
受
け
た
人
物
で
あ
る
。

一
方
須
永
は

れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
こ
と
よ
り
、
「
他
人
の
欲
望
に
対
す
る
素
直

な
応
答
を
拒
否
す
る
」
人
物
で
あ
る
と
言
え
る
。
須
永
が
、
敬
太
郎

に
「
職
の
斡
旋
」
と
「
好
奇
心
の
充
足
」

の
両
方
を
要
求
さ
れ
る

ひ

と
に
よ
っ
て
、

こ
の
両
者
の
聞
に
も
「
期
待
に
応
え
な
い
応
答
」
と

し
て
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

今
し
が
た
君
の
家
へ
這
入
っ
た
女
は
全
体
何
者
だ
と
無
邪
気

に
尋
ね
る
勇
気
も
出
な
か
っ
た
。
却
っ
て
自
分
の
先
へ
先
へ
と
走

り
た
が
る
心
を
圧
し
隠
す
よ
う
な
風
に
、
「
空
想
は
も
う
当
分
己

め
だ
。
夫
よ
り
か
口
の
方
が
大
事
だ
か
ら
ね
」
と
云
っ
て
、
兼
て
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須
永
か
ら
聞
い
て
い
る
内
幸
町
の
叔
父
さ
ん
と
い
ふ
人
に
一

応

さ
う
い
ふ
方
の
用
向
で
会
っ
て
置
き
た
い
か
ら
紹
介
し
て
呉
れ

と
真
面
目
に
頼
ん
だ
。
(
「
停
留
所
」

そ
れ
で
約
一
時
間
程
須
永
と
話
す
聞
に
も
、
敬
太
郎
は
位
地
と

か
衣
食
と
か

い
ふ
苦
し
い
問
題
を
自
分
と
進
ん
で
持
ち
出
し
て

置
き
な
が
ら
、
矢
張
先
刻
見
た
後
姿
の
女
の
事
が
気
に
掛
っ
て

肝
心
の
世
渡
り
の
方
に
は
口
先
程
真
面
目
に
な
れ
な
か
っ
た
。
(
同

四



須
永
の
話
を
段
々
聞
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
敬
太
郎
は
斯
う
い
う

実
地
小
説
の
は
び
こ
る
中
に
年
来
住
み
慣
れ
て
来
た
須
永
も
亦

人
の
見
な
い
よ
う
な
芝
居
を
こ
っ
そ
り
遣
っ
て

口
を
拭
っ
て
済

ま
し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
気
が
強
く
な
っ
て
き
た
。

固
よ
り
そ
の
推
察
の
裏
に
は
先
刻
見
た
後
姿
の
女
が
薄
い
影
を

投
げ
て
ゐ
た
。
(
同
四
、
傍
線
引
用
者

最
初
の
引
用
に
は
、
好
奇
心
を
充
足
し
た
い
気
持
ち
を
抑
え
て
就

職
の
斡
旋
を
依
頼
す
る
敬
太
郎
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
好
奇
心

し
か
で
き
な
か
っ
た
だ
け
あ
っ
て
、
二

を
「
圧
し
隠
す
よ
う
な
風
」

つ
自
の
引
用
箇
所
で
は
、

敬
太
郎
の
関
心
が
須
永
と
千
代
子
の
聞
に

何
が
あ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
へ
と
収
束
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
、
三
つ
自
の
引
用
に
至
る
と
敬
太
郎
に
と
っ
て
須
永

は
ド
ラ

マ
の
種
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か
る
。
な
ぜ
敬
太

郎
の
関
心
が
そ
ち
ら
へ
傾
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
そ

れ
は
小
六
づ
か
し
い
理
窟
だ
か
ら
、
仮
令
ど
ん
な
要
求
か
ら
起
ら
う

と
敬
太
郎
の
為
に
弁
ず
る
必
要
は
な
い
が
、
此
頃
に
な
っ
て
偶
然
千

代
子
の
結
婚
談
を
耳
に
し
た
彼
が
、
頭
の
中
の
世
界
と
、
頭
の
外
に

あ
る
社
会
と
の
矛
盾
に
、

一
寸
首
を
捻
っ
た
の
は
事
実
に
相
違
な
か

っ
た
」
と
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
合
理
的

な
説
明
を
放
棄
し
、

「弁
ず
る
必
要
」
の
な
い
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
敬
太
郎
の
動
機
付
け
が
ま
さ
し
く
「
原
理
」
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
須
永
は
敬
太
郎
の
二
つ
の
要
求
に
素
直
に
応
じ
る
こ
と

は
し
な
い
。
ま
ず
敬
太
郎
が
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
自
分
の
「
愚

か
」
を
自
覚
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
探
偵
行
為
の
み
で
あ

っ
た
。
こ
の
は
ぐ
ら
か
し
は
非
常
に
巧
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
探
偵

行
為
の
契
機
を
も
た
ら
す
こ
と
は
、
「
職
の
斡
旋
」
の
要
求
へ
の
素
直

な
応
答
を
避
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
自
分
と
千
代
子
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と
の
関
係
か
ら
、
好
奇
心
の
矛
先
を
逸
ら
す
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。

須
永
が
敬
太
郎
の
問
い
詰
め
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
自
分

の
過
去
を
語
り
だ
す
に
は
、
「
須
永
の
話
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
わ

け
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
も
須
永
は
素
直
に
敬
太
郎
の
要
求
に
応
じ
て

は
い
な
い
。
そ
こ
で
要
請
さ
れ
た
の
が
、
二
人
称
に
よ
る
語
り
か
け

を
排
し
、

不
特
定
多
数
の
他
者
に
向
け
て
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に

読
め
る
語
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
一
貫
し
て
行
為
の
連
鎖



を
拒
否
す
る
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
た
須
永
が
、
「
須
永

の
話
」

に
お
い
て
初
め
て

「
素
直
」

に
嫉
妬
を
す
る
事
実
(
こ
の
点

に
つ
い
て
は
次
節
で
論
じ
る
)
も
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
、
敬
太
郎
の
「
話

を
聞
く
欲
望
」
と
須
永
の

尋
問
る
こ
と
を
拒
否
す
る
欲
望
」

の
接
合

点
に
お
い
て
生
起
し
た
、
物
語
の
構
造
上
の
必
然
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

決
裂
の
ス
イ
ッ
チ

前
章
ま
で
、
須
永
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、

ね
じ
れ
て
は
い

る
が
き
ち
ん
と
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
須
永

の
敬
太
郎
に
対
す
る
語
り
の
態
度
に
つ
い
て
説
き
明
か
し
て
き
た
。

し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
残
る
。

そ
れ
は
、
屈
折
を
苧
み
な
が

ら
も
好
意
の
伝
達
に
成
功
し
て
い
る
須
永
と
千
代
子
が
ど
う
し
て
結

ば
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
本
節
で
は
、

こ
の
間
い

に
対
し
て
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
き
た
い
。

な
ぜ
須
永
は
素
直
に
千
代
子
と
愛
を
育
ま
な
い
の
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
と
、
須
永
の
説
明
は
途
端
に
抽
象
度
を
増
し
て
い
く
。
最

も
端
的
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
で
も
ご
口
に
云
ふ
と
、
千

代
子
は
恐
ろ
し
い
事
を
知
ら
な
い
女
な
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
僕
は

恐
ろ
し
い
事
丈
知
っ
た
男
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
唯
釣
り
合
は
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
夫
婦
と
な
れ
ば
正
に
逆
に
出
来
上
る
よ
り
外
に
仕

方
が
な
い
の
で
あ
る
」
(
「
須
永
の
話
」
十
二
)
と
、
具
体
的
な
説
明
は

徹
底
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
続
く
叙
述
に
お
い
て
は
、
千
代
子
の

注
ぐ
「
美
く
し
い
天
賦
の
感
情
」
に
見
合
う
だ
け
の
「
権
力
」
や
「
財

カ
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
だ
と
い
う
内
容
の
こ
と
が
諮
ら

れ
る
が
、
須
永
は

「
随
分
友
達
を
羨
ま
し
が
ら
せ
る
位
置
に
坐
り
込

む
機
会
」
(
「
須
永
の
話
」

五
)
に
恵
ま
れ
る
ほ
ど
の
境
遇
に
あ
っ
た

わ
け
で
あ
り
、

こ
の
説
明
は
信
想
性
に
欠
け
る
。

そ
し
て
、
須
永
の

物
語
行
為
が
一
度
中
断
す
る
直
前
で
は
、
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再
び
「
恐
れ
る
/
恐
れ
な

い
」
と
い
う
区
別
が
持
ち
出
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
に
「
詩
人
/
哲
人
」

の
二
元
図
式
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
と
い
う
形
で

い
よ
い
よ
抽
象
の

度
合
い
を
増
し
て
い
く
。

僕
は
自
分
と
千
代
子
を
比
較
す
る
毎
に
、

必
ず
恐
れ
な
い
女
と

恐
れ
る
男
と
い
ふ
言
葉
を
繰
り
返
し
た
く
な
る
。
(
中
略
)
恐
れ
な

い
女
と
恐
れ
る
男
と
い
ふ
と
、
忽
ち
自
分
に
縁
の
遠
い
詩
と
哲
学

を
想
ひ
出
す
。
叔
父
は
素
人
学
問
な
が
ら
斯
ん
な
方
面
に
興
味
を

有
っ
て
ゐ
る
丈
に
、

面
白
い
事
を
色
々
話
し
て
聞
か
し
た
が
、
僕



を
捕
ま
へ
て

「
御
前
の
様
な
感
情
家
は
」
と
暗
に
詩
人
ら
し
く
僕

を
評
し
た
の
は
間
違
っ
て
ゐ
る
。
僕
に
云
は
せ
る
と
、
恐
れ
な
い

の
が
詩
人
の
特
色
で
、
恐
れ
る
の
が
哲
人
の
運
命
で
あ
る
。
(「須

永
の
話
」
十
二
)

千
代
子
が
何
を
「
恐
れ
な
い
女
」
で
、
須
永
が
何
を
「
恐
れ
る
男
」

な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
素
直
に
感
情
を
表
す
こ
と
」
や

「
自
分
の
出
生
」
と
し
て
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が

そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
果
た
し
て
須
永
自
身
が
こ
の
説
明
で
も

っ
て
自
分
自
身
を
納
得
さ
せ
、
千
代
子
を
諦
め
る
こ
と
が
で
き
て
い

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
答
え
は
も
ち
ろ
ん
否
で
あ
る
。

れ
は
、
こ
の
十
こ
か
ら
の
引
用
と
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
次
の
記
述

に
も
っ
と
も
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

芝
居
に
似
た
光
景
は
幾
幕
と
な
く
眼
の
前
に
描
か
れ
た
。
僕
は

其
何
れ
を
も
円
台
め
試
ろ
み
る
機
会
を
失
っ
て
却
っ
て
自
分
の
為

に
喜
ん
だ
。
人
は
僕
を
老
人
み
た
様
だ
と
云
っ
て
噸
け
る
だ
ら
う
。

も
し
詩
に
訴
え
て
の
み
世
の
中
を
渡
ら
な
い
の
が
老
人
な
ら
、
僕

は
噺
け
ら
判
て
も
満
足
で
あ
る
。
け
判
ど
も
若
し
詩
に
澗
れ
て
乾

び
た
の
が
老
人
な
ら
、
僕
は
此
品
評
に
甘
ん
じ
く

く
な
い
。
僕
は
始
終
詩
を
求
め
て
藻
掻
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
(
「
須

永
の
話
」

二
十
五
、
傍
線
引
用
者

須
永
は
先
程
の
引
用
で
は
、
叔
父
が

「暗
に
詩
人
ら
し
く
僕
を
評

し
た
の
は
間
違
っ
て
ゐ
る
」
と
語
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
僕

は
始
終
詩
を
求
め
て
藻
掻
い
て
ゐ
る
」
と
語
る
。

こ
れ
ら
の
食
い
違

っ
た
叙
述
を
、
須
永
の

ご
一
枚
舌
」
や
「
矛
盾
し
た
述
懐
」
と
し
て

理
解
し
、
信
用
し
な
い
こ
と
も
で
き
る
が

こ
れ
は
や
は
り
須
永
の

そ

千
代
子
に
対
す
る
愛
に
よ
っ
て
表
れ
た
、
「
切
実
に
ね
じ
れ
た
態
度
」

と
し
て
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
引
用
部
の
叙
述
は
、
千
代
子
を
め
ぐ
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る
争
い
を
予
感
し
鎌
倉
か
ら
引
き
返
し
た
旨
と
、
も
し
自
分
が
鎌
倉

に
残
っ
て
い
た
場
合
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
恋
の
争
い
の
想

像
が
語
ら
れ
た
直
後
に
話
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
須
永
は
素
直
に

千
代
子
と
の
恋
愛
に
遁
進
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
、
あ
る
い

は
、
恋
の
成
就
を
望
ん
で
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
な

る
と
、
須
永
が

「
母
親
の
期
待
を
拒
否
」
す
る
に
至
る
ま
で
に
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た

「ね
じ
れ
て
つ
な
が
る
愛
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ

ヨ
ン
」
や
、
今
確
認
し
た

「恐
れ
な
い
男
に
な
ろ
う
と
す
る
意
志
」



を
粉
砕
す
る
に
足
る
よ
う
な
、
強
力
な
装
置
が
必
要
と
な
る
。
本
論

で
は
そ
れ
を
「
高
木
へ
の
嫉
妬
」
だ
と
考
え
た
い
。
そ
し
て
こ
の
嫉

妬
は
、
須
永
が
唯
一
見
せ
た

ス
ト
レ
ー
ト
な
行
為
の
連
鎖
で
あ
っ

た
た
め
に
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
に
須
永
と
千
代
子
の
衝
突
を
引
き
起
こ
し

た
の
で
あ
る
。
須
永
の
高
木
に
対
す
る
嫉
妬
は
、
初
め
て
高
木
が
登

場
し
た
時
か
ら
確
認
で
き
る
。

「
彼
等
(
引
用
者
注
・
田
口
夫
妻
)
は
第

一
に
僕
の
弱
々
し
い
体

格
と
僕
の
蒼
白
い
顔
色
と
を
婿
と
し
て
肯
が
は
な
い
積
ら
し
か

っ
た
」
(
「
須
永
の
話
」
七
)

彼
は
見
る
か
ら
に
肉
の
緊
っ
た
血
色
の
好
い
青
年
で
あ
っ
た
。

年
か
ら
云
ふ
と
、
或
は
僕
よ
り
上
か
も
知
れ
な
い
と
思
っ
た
が
、

そ
の
き
び
ノ
¥
し
た
顔
付
を
形
容
す
る
に
は
、
是
非
共
青
年
と
い

ふ
文
字
が
必
要
に
な
っ
た
位
彼
は
生
気
に
充
ち
て
ゐ
た
。
(
同
十

ームー，、
僕
は
此
男
を
始
め
て
見
た
時
、
是
は
自
然
が
反
対
を
比
較
す
る

為

わ
ざ
と
二
人
を
同
じ
座
敷
に
並
べ
て
見
せ
る
の
で
は
な
か

ら
う
か
と
疑
ぐ
っ
た
。
無
論
其
不
利
益
な
方
面
を
代
表
す
る
の
が

僕
な
の
だ
か
ら
、
斯
う
改
ま
っ
て
引
き
合
は
さ
れ
る
の
が
、
僕
に

は
た
、
￥
悪
い
凋
落
と
し
か
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
。
(
同
十
六
)

僕
は
初
め
て
彼
の
容
貌
を
見
た
時
か
ら
既
に
羨
ま
し
か
っ
た
。

話
を
す
る
所
を
聞
い
て
、
す
ぐ
及
ば
な
い
と
思
っ
た
。
夫
丈
で
も

此
場
合
僕
を
不
愉
快
に
す
る
に
は
充
分
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
段
々
彼
を
観
察
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
は
自
分
の
得
意

な
点
を
、
劣
者
の
僕
に
見
せ
付
け
る
様
な
態
度
で
、
誇
り
顔
に
発

揮
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
い
う
疑
が
起
っ
た
。
其
時
僕
は
急
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に
彼
を
憎
み
出
し
た
。
さ
う
し
て
僕
の
口
を
利
く
べ
き
機
会
が
廻

っ
て
来
て
も
わ
ざ
と
沈
黙
を
守
っ
た
。
(
同
十
六
)

須
永
の
嫉
妬
は
、
肉
体
的
な

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
き
っ
か
け
に
引

き
起
こ
さ
れ
る
。
「
わ
ざ
と
沈
黙
を
守
っ
た
」
須
永
の
態
度
か
ら
は
、

額
面
通
り
に
は
高
木
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拒
否
し
て
い
る

こ
と
を
読
み
取
れ
る
わ
け
だ
が
、

こ
こ
で
よ
り
重
要
な
の
は
、

そ
の

後
の
叙
述
で

「
斯
う
解
釈
し
た
の
は
僕
の
僻
み
だ
っ
た
か
も
分
ら
な

い
」
「
若
し
夫
が
本
当
に
僕
の
僻
み
根
性
だ
と
す
れ
ば
、
其
裏
面
に
は



未
凝
結
し
た
形
に
な
ら
な
い
嫉
妬
が
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
」

と

自
分
の
心
に
潜
む
「
僻
み
」
と
「
嫉
妬
」

の
存
在
に
関
し
て
は
、
須

永
が
そ
れ
を
素
直
に
認
め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
素
直
に
行
為
の
連

鎖
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
き
た
須
永
は
、
高
木
と
千
代

子
と
の
関
係
に
お
い
て
、
初
め
て
素
直
に
嫉
妬
の
感
情
を
語
り
始
め

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高
木
と
出
会
う
ま
で

「
恋
の
嫉
妬
」
を
知
ら

ず
に
い
た
旨
を
語
る
際
に
「
僕
は
普
通
の
人
間
で
あ
り
た
い
と
い
ふ

希
望
を
有
っ
て
ゐ
る
」(「
須
永
の
話
」
十
七
)
と
い
う
言
葉
が
同
時
に

語
ら
れ
る
の
だ
が

こ
れ
は
須
永
に
「
普
通
」

の
応
答
を
す
る
た
め

の
感
情
が
す
で
に
備
わ
っ
て
い
た
証
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
な
お
、
こ
の
直
後
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

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

覚
え
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
自
分
の
所
有
で
も
な
い

ま
た
所
有
す

る
気
も
な
い
千
代
子
が
源
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
し
訳
が
な
い
様
な
気
が
し
た
。

(
「
須
永
の
話
」
十
七
)

こ
の
引
用
部
で
は
、
千
代
子
を

「所
有
す
る
気
」
が
な
い
と
語
ら

れ
て
い
る
が
、
前
頁
で
確
認
し
た
よ
う
に
、

二
十
五
章
で
は

「
詩
を

求
め
て
藻
掻
い
て
ゐ
る
」
須
永
の
一
面
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら

こ
の
言
築
を
額
面
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
慎
重
に
避
け
る
べ

き
で
あ
り
、
語
る
現
在
に
お
け
る
須
永
の
記
憶
の
編
集
の
痕
跡
と
し

て
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
言
え
る
。

以
上
に
見
て
き
た
と
お

り
、
須
永
は
高
木
に
対
し
て
嫉
妬
の
情
を
抱
く
わ
け
だ
が
、

こ
の
あ

と
須
永
は
嫉
妬
ゆ
え
に
鎌
倉
を
離
れ
、
さ
ら
に
鎌
倉
か
ら
離
れ
る
こ

と
で
千
代
子
か
ら
、
自
分
を
愛
し
て
い
な
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

66 

同
時
に
此
無
意
味
な
行
動
の
う
ち
に
、
意
味
あ
る
劇
の
大
切
な

一
幕
、
が
、
あ
る
男
と
あ
る
女
の
聞
に
暗
に
演
ぜ
ら
れ
つ
L

あ
る
の

で
は
無
か
ら
う
か
と
疑
ぐ
っ
た
。
さ
う
し
て
そ
の
一
幕
の
中
で
、

自
分
の
務
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
が
若
し
有
る
と
す
れ
ば
、

穏
や
か
な
顔
を
し
た
運
命
に
、
軽
く
翻
弄
さ
れ
る
役
割
よ
り
外
に

あ
る
ま
い
と
考
へ
た
0

2
須
永
の
話
」

十

僕
は
強
い
刺
戟
に
充
ち
た
小
説
を
読
む
に
堪
へ
な
い
程
弱
い



男
で
あ
る
。
強
い
刺
戟
に
充
ち
た
小
説
を
実
行
す
る
事
は
猶
更
出

来
な
い
男
で
あ
る
。
僕
は
自
分
の
気
分
が
小
説
に
な
り
掛
け
た
剃

那
に
驚
ろ
い
て
、
東
京
へ
引
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
(
同
二
十
五
)

「
ぢ
や
僕
も
招
待
を
受
け
た
ん
だ
か
ら
、
送
っ
て
来
て
貰
え
ば
好

か
っ
た
」

「だ
か
ら
他
の
云
ふ
事
を
聞
い
て
、
も
っ
と
居
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
好

い
の
に
」

「
い
』
え
彼
の
時
に
さ
。
僕
の
帰
っ
た
時
に
さ
」

「
左
様
す
る
と
ま
る
で
看
護
婦
見
た
様
ね
。
好
い
わ
看
護
婦
で
も
、

附
い
て
来
て
上
る
わ
。
何
故
さ
う
云
は
な
か
っ
た
の
」

「
云
っ
て
も
断
ら
れ
さ
う
だ
つ
た
か
ら
」

「妾
こ
そ
断
ら
れ
さ
う
だ
つ
た
わ
、
ね
え
叔
母
さ
ん
。
偶
に
招
待

に
応
じ
て
来
て
置
き
な
が
ら

厭
に
六
づ
か
し
い
顔
ば
か
り
し
て

ゐ
る
ん
で
す
も
の
。
本
当
に
貴
方
は
少
し
病
気
よ
」
(
悶
三
十

最
初
の
二
つ
の
引
用
は
、
須
永
が
千
代
子
を
め
ぐ
る

「競
争
」
を

降
り
る
ま
で
の
述
懐
で
あ
る
。
そ
し
て
三
つ
自
の
引
用
が
、

須
永
の

母
を
送
っ
て
来
た
千
代
子
と
須
永
の
会
話
で
あ
る
。
須
、
氷
は
も
と
も

と
「
不
人
情
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
な
ど
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、

こ
の
会
話
に
お
け
る
須
永
と
千
代
子
の
関
係
の
険
悪
さ
は
決
定
的
で

あ
る
。

お
互
い
に
見
送
り
を
「
断
ら
れ
さ
う
」
だ
と
思
っ
て
い
た

と
で
、

見
送
り
の
不
成
立
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
須

永
は
千
代
子
に
「
本
当
に
」
「
病
気
」
で
あ
る
と
、
辛
錬
に
難
詰
さ
れ

て
も
い
る
。
や
が
て
、
「
須
永
の
話
」
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
あ
ま
り

に
も
有
名
な
須
永
と
千
代
子
の
激
し
い
衝
突
の
場
面
が
語
ら
れ
る
わ

ふ
l
''
r
-
e
、A

'v
ナ
J
A
H
H

そ
こ
で
も
千
代
子
に
届
い
て
い
る
の
は

「嫉
妬
」
の
み
で

あ
り
、
親
愛
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
断
絶
し
て
い
る。

須
永
と
千
代
子
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
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そ
れ
ぞ
れ
が
別
種

の
コ

ー
ド
に
則
っ
て
応
答
す
る
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
で
成
立
し

て
い
た
こ
と
は
、
前
節
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
萌
し
た

愛
を
破
壊
し
た
も
の
は
、

そ
れ
と
は
対
照
的
な
、
率
直
に
応
答
さ
れ

た
嫉
妬
の
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

[
注
]

1 

藤
井
淑
禎
「
『
彼
岸
過
迄
』
か
ら
始
ま
る
道
」
(
『
国
文
学

解
釈
と
教
材

の
研
究
』

一
九
九
二

・
五
)

2 

中
村
直
子
「
『
彼
岸
過
迄
』

ー
ー
そ
の
関
係
性
の
物
語
|
|
」
(
『
東
京
女



子
大
学
紀
要
論
集
』
第
四
一
巻
第
二
号

一
九
九
二

3 

佐
藤
泉
「
『
彼
岸
過
迄
』
|
|
物
語
の
物
語
批
判
|
|
」
(
『
青
山
学
院
短

期
大
学
紀
要
』
第
五

O
集、

一
九
九
六

4 

工
藤
京
子
「
変
容
す
る
聴
き
手
|
『
彼
岸
過
迄
』
の
敬
太
郎
|
」
(
『
日

5 
本
近
代
文
学
』
第
四
六
集
、

N
・
ル
1
7
ン
は
『
信
頼

一
九
九
二

・
五
)

社
会
的
な
複
雑
性
の
縮
減
メ
カ
ニ
ズ
ム
』

(
大
庭
健

・
正
村
俊
之
訳
一
九
九

0
・
一
二
、
動
草
書
一
一
房
)
に
お
い
て
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

・
メ
デ
ィ
ア
は
、
象
徴
的
に
一
般
化
さ
れ
た
選

択
の
コ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
の
機
能
は
、
諸
々
の
選
択
作
用
を
あ
る
一
定
の

長
さ
の
連
鎖
を
介
し
て
問
主
観
的
に
伝
達
す
る
可
能
性
を
保
証
す
る
こ
と

68 

に
あ
る
。
真
理
、
愛
、
権
力
、
貨
幣
は
、
進
化
を
つ
う
じ
て
効
力
を
発
揮

す
る
代
表
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
事
例
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。


