
川
端
康
成

「
針
と
硝
子
と
霧
」

一
、
は
じ
め
に

昭
和
五
年
十
一
月
一
文
学
時
代
」
に
発
表
さ
れ
た
「
針
と
硝
子
と
霧
」

(
単
行
本
「
化
粧
と
口
笛
〕
(
昭
和
八
年
六
月
、
新
潮
社
)
に
初
収
録
)
は
、

川
端
研
究
史
に
お
い
て
、
主
に
「
試
作
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
作
品

で
あ
る
。
朝
子
と
い
う
女
性
の
狂
気
を
中
心
に
展
開
さ
れ
る
本
作
は
、
頻

出
す
る
、
心
理
学
用
語
と
、
(
)
の
中
に
綴
ら
れ
た
朝
子
の
意
識
の
内
容

か
ら
、
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
学
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
の
表
現
形
式
及
び
〈
新

心
理
主
義
〉
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
向
じ
形
式
で
書
か

れ
た
「
水
品
幻
想
」
(
「
改
造
』
昭
和
六
年
一
月
)
が
、
〈
新
心
理
主
義
〉

の
代
表
作
と
評
価
さ
れ
る
中
で
、
「
針
と
硝
子
と
霧
」
は
「
水
晶
幻
想
」

の
表
現
形
式
に
お
け
る
試
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
独
立
し
た
作
品
と
し
て

は
十
分
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。

羽
鳥
一
英
氏
は
、
作
中
か
ら
「
エ
レ
ク
ト
ラ
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
、
抑
圧

と
抵
抗
等
、
フ
ロ
イ
ド
心
理
学
の
概
念
」
を
読
み
、
「
日
本
に
お
け
る
い

ち
は
や
い
新
心
理
主
義
文
学
の
試
み
」
と
し
て
の
「
水
品
幻
想
」
に
至
る

過
程
の
中
に
本
作
を
位
置
づ
け
る
。
太
田
三
郎
氏
が
、
作
品
の
形
式
を
「
内

三子ふ
長岡

美

恵

的
独
自
の
形
式
へ
の
無
理
解
か
ら
生
ま
れ
た
誤
り
」
、
「
新
心
理
主
義
的
手

法
の
康
成
流
の
発
展
で
あ
る
文
体
」
と
評
価
す
る
よ
う
に
、
〈
新
心
理
主
義
〉

と
い
う
枠
は
、
「
針
と
硝
子
と
一
務
」
の
評
価
の
一
つ
の
軸
を
な
し
て
き
た
。

曾
根
持
義
氏
の
指
摘
通
り
、
瀬
沼
茂
樹
の
「
現
代
文
学
』
(
昭
和
八
年
一
月
、

木
星
社
書
院
)
か
ら
唱
え
ら
れ
た
〈
新
心
理
主
義
〉
と
い
う
概
念
が
、
昭

和
初
期
の
文
壇
を
形
象
し
て
き
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
一
方
で

そ
の
定
着
が
苧
む
諸
問
題
が
看
過
さ
れ
て
き
た
の
も
否
定
で
き
な
い
。
瀬

沼
は
、
「
偶
人
主
義
に
立
脚
す
る
近
代
文
学
」
が
関
東
大
震
災
を
境
に
「
解

体
」
の
時
期
に
入
っ
た
と
す
る
史
観
か
ら
、
「
人
間
を
そ
の
全
生
活
意
識

か
ら
切
り
離
し
て
、
心
理
的
存
在
と
し
、
生
理
的
存
在
と
し
て
、
そ
の
解
体
・

分
裂
に
お
い
て
、
個
別
的
に
、
克
明
に
追
及
し
て
行
く
と
き
に
、
「
意
識

の
流
れ
」
「
内
白
独
自
」
な
ど
の
方
法
に
立
つ
新
心
理
主
義
文
学
を
発
生

せ
し
め
た
」
と
述
べ
て
お
り
、
曾
根
氏
は
、
こ
の
「
き
わ
め
て
暖
味
、
無

限
定
」
な
概
念
が
「
根
本
的
批
判
や
修
正
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
依
然
と

し
て
生
き
つ
づ
け
て
き
た
」
と
指
摘
す
る
。

本
作
の
表
現
形
式
に
関
す
る
先
行
論
に
お
い
て
は
、
ジ
ョ
イ
ス
の
「
ユ

リ
シ

l
ズ
」
(
一
九
二
二
年
初
刊
)
の
影
響
の
元
に
、
欧
米
に
お
け
る
〈
意

識
の
流
れ
〉
と
の
差
異
を
探
る
論
が
多
数
で
、
平
山
城
児
氏
は
、
〈
意
識
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の
流
れ
〉
が
持
つ
「
儲
性
の
解
体
」
と
い
う
二
十
世
紀
小
説
が
抱
え
た
問

題
と
は
無
縁
な
、
「
ジ
ョ
イ
ス
の
模
散
作
」
と
し
て
川
端
の
作
品
を
位
寵

づ
け
、
岩
田
光
子
氏
は
、
吋
ユ
リ
シ
!
ズ
」
の
手
法
が
「
現
実
の
外
界
と

緊
密
に
か
か
わ
り
合
い
な
が
ら
流
れ
動
い
て
い
く
」
人
間
の
意
識
を
表
現

し
、
そ
の
際
「
意
識
と
外
界
と
の
混
融
が
特
色
と
さ
れ
る
」
の
に
対
し
、

川
端
の
手
法
が
、
「
外
界
と
は
は
っ
き
り
区
別
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
「
連
想
の
流
れ
に
従
い
が
ち
な
」
川
端
の
作
風
が
「
ま
ね
て
ま
ね

ら
れ
ぬ
」
ジ
ョ
イ
ス
の
手
法
と
の
差
異
を
招
い
た
と
す
る
。

そ
の
中
で
、
仁
平
政
人
氏
は
、
詳
細
な
作
品
分
析
を
展
開
し
つ
つ
、
「
ユ

リ
シ

i
ズ
」
の
影
響
か
ら
離
れ
、
「
精
神
の
実
体
論
的
な
「
深
層
」
な
ど

に
帰
着
す
る
こ
と
の
な
い
錯
綜
し
た
テ
ク
ス
ト
」
を
志
向
す
る
試
み
と
し

て
本
作
を
評
す
る
。
氏
が
同
時
期
の
つ
心
理

i
文
学
」
言
説
の
考
察
を
元
に
、

本
作
に
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
小
説
以
上
の
意
味
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
に
異

論
は
な
い
が
、
作
品
の
意
図
を
「
錯
綜
し
た
テ
ク
ス
ト
」
の
提
示
と
す
る

指
摘
は
、
朝
子
の
狂
気
を
中
心
に
す
る
作
品
の
内
容
と
ど
れ
ほ
ど
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
疑
問
が
残
る
。
特
に
「
作
者
」
が
登
場

す
る
最
後
の
場
面
に
お
い
て
、
朝
子
の
狂
気
が
作
中
に
ど
の
よ
う
な
働
き

を
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
「
錯
綜
」
し
た
意
識
の
内
容
は
、
な
ぜ
〈
意

識
の
流
れ
〉
を
必
要
と
し
た
か
が
向
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

本
稿
で
は
、
従
来
の
先
行
論
に
お
い
て
す
で
に
読
ま
れ
て
い
る
心
理
学

的
要
素
に
も
注
意
し
な
が
ら
、
作
品
の
構
成
を
中
心
に
分
析
を
行
い
、
向

時
代
の
文
学
論
の
中
で
作
品
の
意
味
を
考
察
す
る
。
そ
の
過
程
で
、
川
端

の
文
学
論
を
提
示
し
た
作
品
と
し
て
「
針
と
鶴
子
と
霧
」
を
再
評
価
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
〈
新
心
理
主
義
〉
と
い
う
枠
を
外
し
た
文
壇

の
動
向
の
中
に
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
が
受
容
さ
れ
た
必
然
性
も
明
ら
か
に

な
る
と
考
え
る
。

ニ
、
「
恐
怖
症
」
と
狂
気

作
品
の
冒
頭
に
お
い
て
朝
子
自
身
が
「
体
の
心
に
病
が
入
っ
た
」
と
述

べ
、
作
品
の
末
尾
に
「
作
者
」
が
登
場
し
朝
子
の
病
症
を
並
べ
る
ま
で
、
「
針

と
硝
子
と
霧
」
は
、
朝
子
の
狂
気
や
病
症
が
進
行
し
て
い
く
過
程
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
。

不
潔
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。

接
触
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。

尖
圭
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。

恐
怖
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
荊
名
は
当
時
の
異
常
心
理
学
の
書
物
の
中
で
も
確
認
で
き
る

(
7
)
 

が
、
四
つ
自
は
不
明
で
あ
る
。
朝
子
が
経
験
す
る
病
症
と
、
他
の
作
中
人

物
た
ち
の
言
葉
に
頻
出
す
る
心
理
学
用
語
か
ら
、
本
作
は
、
朝
子
が
幻
想

の
中
に
完
全
に
入
り
、
狂
人
に
な
る
ま
で
の
過
程
を
分
析
的
に
追
っ
て
い

く
構
成
の
中
で
読
ま
れ
て
き
た
。
後
半
部
に
お
い
て
朝
子
の
狂
気
は
、
以

上
の
病
症
を
越
え
、
作
中
に
転
換
を
も
た
ら
す
が
、
本
節
に
お
い
て
は
ま
ず
、

表
面
的
な
構
成
を
中
心
に
読
ん
で
い
く
。

朝
子
の
病
症
の
最
初
の
原
因
を
与
え
る
の
は
弟
と
夫
で
あ
り
、
朝
子
は

不
幸
な
結
婚
生
活
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。

弟
は
朝
子
遠
き
ゃ
う
だ
い
の
父
の
生
き
写
し
で
あ
っ
た
。
彼
の
子
供

の
頃
か
ら
、
だ
れ
も
か
れ
も
が
さ
う
言
っ
た
。
朝
子
は
そ
れ
を
開

く
度
に
、
な
に
か
動
物
じ
み
た
嫉
妬
を
感
じ
た
。
(
中
略
)
こ
の
頃
、

彼
女
は
夫
の
肌
に
触
れ
て
ゐ
る
時
に
、
ふ
と
弟
を
思
ひ
出
し
、
さ
う
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す
る
と
、
夫
の
慌
に
触
れ
て
ゐ
る
彼
女
の
肌
の
身
の
毛
が
よ
だ
つ
や

引
叫
割
以
利
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
さ
う
い
ふ
持
は
反
て
、
彼
女

の
肉
体
を
燃
え
上
ら
せ
る
。
ま
た
し
か
し
、
街
に
出
る
と
彼
女
の
限

は
人
間
の
顔
形
を
感
じ
る
力
を
失
っ
た
か
の
や
う
に
、
女
達
の
肌
ば

か
り
を
見
て
ゐ
る
。
朝
子
は
一
度
死
産
を
し
た
だ
け
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
下
腹
に
は
ち
ゃ
ん
と
妊
娠
線
が
残
っ
て
ゐ
る
。
自
分
の
体
に
あ

る
こ
と
さ
へ
忘
れ
て
ゐ
た
妊
娠
線
が
、
彼
女
は
ま
た
こ
の
頃
気
に
な

っ
て
し
か
た
が
な
い
。
肌
の
し
み
だ
と
思
ふ
。
さ
う
思
ひ
な
が
ら
倒

女
は
足
を
洗
っ
て
ゐ
る
。

夫
に
抱
か
れ
な
が
ら
弟
を
思
い
出
し
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
「
彼
女
の
肉
体

を
燃
え
上
ら
せ
る
」
と
い
う
記
述
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
朝
子
は
弟
と
結

ぼ
れ
た
い
と
い
う
欲
求
を
持
っ
て
い
る
。
世
間
的
に
禁
忌
視
さ
れ
た
欲
求

を
朝
子
は
必
死
に
隠
そ
う
と
し
、
夫
の
脱
に
触
れ
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖

は
、
接
触
恐
怖
症
と
し
て
現
れ
る
。
ま
た
、
死
産
の
跡
で
あ
る
妊
娠
線
は
、

子
供
を
産
む
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
続
い
て
い
る
不
安
な
結
婚
生
活
を
朝

子
に
意
識
さ
せ
、
妊
娠
線
の
跡
を
消
し
た
い
と
い
う
欲
求
は
、
し
き
り
に

「
足
を
洗
う
」
不
潔
恐
怖
症
に
つ
な
が
る
。

そ
の
中
で
、
夫
の
引
き
出
し
か
ら
女
の
写
真
を
発
見
し
、
夫
の
不
倫
を

疑
う
こ
と
に
な
っ
た
朝
子
は
、
夫
の
羽
織
に
針
を
入
れ
て
お
き
、
夫
の
服

を
た
た
ん
で
く
れ
る
女
に
針
が
刺
さ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。

朝
子
は
夫
の
羽
織
か
ら
一
本
の
針
を
見
つ
け
て
泣
き
じ
ゃ
く
り
な
が

ら
、
そ
し
て
二
本
自
の
針
に
指
に
突
き
立
て
て
、
そ
こ
に
浮
び
上
っ

た
小
さ
い
血
の
球
を
ぼ
ん
や
り
見
つ
め
て
ゐ
た
。
/
「
お
い
、
よ
く

気
を
つ
け
て
く
れ
よ
。
針
の
着
物
を
着
せ
ら
れ
て
る
や
う
な
も
ん
ぢ

ゃ
な
い
か
。
」
/
彼
女
は
驚
い
て
指
の
血
を
吸
っ
た
。
(
中
略
)
「
そ

の
人
の
指
に
針
が
さ
さ
っ
た
ら
i

私
ど
う
し
ま
し
ょ
う
よ
/
「
そ

の
人
っ
て
誰
の
こ
と
だ
よ
/
「
羽
織
を
お
脱
ぎ
に
な
れ
ば
、
ど
こ

だ
っ
て
た
た
ん
で
く
れ
る
も
の
な
ん
で
せ
う
。
で
も
、
針
っ
て
不
思

議
な
も
の
ね
。
生
き
も
の
み
た
い
ね
。
う
ち
だ
っ
て
、
も
う
何
十
本
、

何
万
本
て
針
を
な
く
し
て
る
で
せ
う
。
そ
れ
で
誰
も
姪
我
し
ゃ
し
な

い
ん
で
す
も
の
。
」

朝
子
は
不
倫
へ
の
疑
い
を
夫
の
前
で
は
は
っ
き
り
打
ち
明
け
な
い
。
針
を

夫
の
羽
織
に
入
れ
て
お
い
た
こ
と
な
ど
、
嫉
妬
に
開
附
す
る
秘
密
が
明
か
さ

れ
る
の
は
、
受
け
手
の
な
い
、
死
ん
だ
母
へ
の
手
紙
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。

朝
子
が
嫉
妬
を
認
め
な
い
の
は
、
母
が
嫉
妬
を
起
こ
す
度
に
父
か
ら
「
気

ち
が
ひ
婆
」
と
呼
ば
れ
た
こ
と
で
狂
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
か

ら
で
、
朝
子
は
自
分
が
病
ん
で
い
る
こ
と
は
認
め
て
も
、
そ
れ
が
狂
気
で

あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
。
そ
の
中
で
、
「
生
き
も
の
」
の
よ
う
に
家
中
の

針
が
な
く
な
り
、
同
時
に
家
の
釘
が
抜
け
出
し
て
腕
る
現
象
は
、
母
へ
の

手
紙
を
書
く
際
、
彼
女
の
幻
想
の
中
で
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
。

恐
ろ
し
い
夢
を
見
ま
し
た
。
家
中
の
釘
が
ね
、
夜
中
に
な
る
と
み
ん

な
抜
け
出
し
て
来
ま
す
の
。

i
朝
子
は
こ
れ
ま
で
に
そ
ん
な
夢
を
見

た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
手
紙
を
書
い
て
ゐ
る
時
の
彼
女
の
幻
で
あ

っ
た
。

/
iも
う
こ
ん
な
家
に
は
ゐ
ら
れ
ま
せ
ん
。
釘
は
一
斗
叶

J

法
師

の
お
祭
り
の
や
う
に
、
み
ん
な
で
踊
っ
て
ゐ
ま
す
。
家
が
崩
れ
て
し

ま
ひ
ま
す
わ
。
夫
を
起
こ
し
ま
し
た
の
。
釘
逮
は
一
ぺ
ん
に
自
分
の

穴
へ
帰
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
夢
で
す
わ
。
夫
は
ほ
ん
た
う
に
親
切

で
す
。
叶
叫
利
凶
刻
制
官
引
州
料
出
ォ
剥
叫
謝
叫
川
利
樹
割
以
科
寸
川

ゐ
ま
す
の
。
早
く
弟
の
お
嫁
さ
ん
に
な
れ
ば
い
い
の
に
。
世
界
中
で

一
番
幸
福
な
夫
婦
が
出
来
ま
す
わ
。
(
中
略
)
夫
が
泣
い
て
ゐ
ま
す
わ
。
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夫
の
羽
織
に
、
私
は
針
を
二
本
も
入
れ
て
お
き
ま
し
た
。
科
側
側
州

制
出
樹
寸
」

l

同
パ
対
ォ
似
州
引
制
例
制
創
出
利
叫
什
お
母
さ
ん
l

。

朝
子
は
、
弟
と
女
を
結
婚
さ
せ
た
い
と
考
え
、
実
際
弟
に
女
の
写
真
を
見

せ
て
も
い
る
。
こ
の
考
え
は
後
に
見
て
い
く
朝
子
の
「
隠
れ
た
意
志
」
に

関
わ
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
、
女
へ
の
嫉
妬
を
隠
す
た
め
の
口
実
と
し
て

効
果
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
自
分
の
体
の
中
に
毒
が
い

っ
ぱ
い
詰
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
毒
で
夫
を
殺
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
妄

想
と
共
に
朝
子
は
狂
気
を
増
し
て
い
き
、
弟
へ
の
恋
や
、
女
へ
の
嫉
妬
、

夫
へ
の
憎
し
み
と
い
う
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
欲
求
や
感
情
は
、
隠
す
こ
と

は
で
き
て
も
無
く
す
こ
と
が
で
き
ず
朝
子
を
悩
ま
せ
つ
づ
け
る
。
針
や
釘

が
刺
さ
っ
た
朝
子
が
、
母
か
ら
受
け
継
い
だ
「
気
違
ひ
」
血
統
の
血
を
出

し
尖
圭
恐
怖
症
を
患
う
持
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
感
情
の
象
徴
で
あ
る
針
や

釘
が
、
狂
気
と
殺
意
の
証
拠
で
あ
る
血
と
毒
を
、
朝
子
の
意
思
と
は
関
係

な
し
に
体
か
ら
露
出
さ
せ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
だ
ん
だ
ん
と
恐
怖
症
が
現
れ
て
く
る
過
程
で
、
朝

子
の
狂
気
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
役
割
を
し
て
い
る
の
が
弟
で
あ
る
。

弟
は
「
学
問
が
で
き
」
、
「
も
の
覚
え
」
が
良
く
、
朝
一
千
の
精
神
状
態
を
理

性
的
に
観
察
す
る
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

①
「
姉
さ
ん
は
子
供
の
時
か
ら
内
、
心
で
は
お
や
ぢ
に
見
方
を
し
て
ゐ
な

が
ら
、
お
ふ
く
ろ
に
見
方
を
し
よ
う
と
つ
と
め
て
ゐ
た
。
刻
利
同
刊

明
記
料
寸
が
と
思
ひ
ま
す
ね
。
姉
さ
ん
は
お
や
ぢ
が
好
き
だ
っ
た
。

お
ふ
く
ろ
は
嫌
ひ
だ
っ
た
。
」
(
中
略
)
「
い
い
え
。
ち
が
ひ
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
っ
て
な
い
わ
。
私
は
よ
く
お
母
さ
ん
と
抱
き
合
っ
て
、

お
父
さ
ん
を
怨
ん
で
泣
い
た
の
を
憶
え
て
ゐ
る
わ
。
」
(
中
略
)
寸
川

出
社
叫
割
引
川
刈
斗
出
創
刊
オ
寸
刻
刻

M
1州
制
刈
州
側
関
州
州
以

っ
と
明
る
く
な
ら
な
い
ん
だ
よ

②
悲
し
い
燕
っ
て
、
な
ん
の
こ
と
で
す
。

i

う
ん
、
燕
で
思
ひ
出
し
た
。

お
や
ぢ
の
あ
ら
あ
ら
し
い
性
質
は
、
僕
ば
か
り
で
な
く
、
姉
さ
ん
だ

っ
て
受
け
つ
い
で
ゐ
ま
す
よ
。
お
ふ
く
ろ
が
病
み
は
じ
め
た
頃
で
し

た
。
側
刻
廿
刷
出
引
制
叫
i

う
ち
の
燕
の
子
が
庭
へ
落
ち
た
こ
と
が
あ

っ
た
で
せ
う
。
姉
さ
ん
は
そ
い
つ
を
拾
っ
て
川
の
中
へ
捨
て
に
行
き

宇
品
1
レ
れ
~
ト
品
。

弟
は
、
自
分
が
「
は
っ
き
り
憶
え
て
」
い
る
昔
の
記
憶
を
「
思
ひ
出
し
」
、

朝
子
の
忘
れ
て
い
る
記
憶
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
。
①
の
引
用
に
お
い

て
、
父
を
愛
し
、
母
を
憎
ん
で
い
た
幼
い
時
期
の
エ
レ
ク
ト
ラ
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
を
朝
子
が
認
め
な
い
の
を
、
弟
は
「
姉
さ
ん
の
性
質
が
か
ら
つ
と

明
る
く
な
ら
な
い
」
原
因
の
一
っ
と
す
る
。
朝
子
に
と
っ
て
の
父
へ
の
恋
は
、

父
に
似
て
い
る
弟
へ
の
恋
、
す
な
わ
ち
、
「
自
分
の
恋
人
を
夫
の
家
に
入

れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
夫
の
記
述
と
、
朝
子
が
「
愛
し
て
ゐ
る
」
の
が
自
分

で
あ
る
と
い
う
弟
の
記
述
で
説
明
さ
れ
る
近
親
相
姦
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
弟
は
そ
れ
を
朝
子
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
な
お
、
②
の

中
で
、
弟
が
覚
え
て
い
る
「
識
に
に
関
す
る
記
憶
は
、
女
へ
の
嫉
妬
か
ら
、

夫
の
羽
織
に
針
を
入
れ
て
お
い
た
り
、
夫
に
対
し
殺
意
を
覚
え
た
り
と
い

っ
た
朝
子
の
「
乱
暴
な
性
質
」
の
例
え
と
し
て
記
述
さ
れ
る
。
弟
が
朝
子

に
対
し
て
発
す
る
冷
静
で
、
理
性
的
な
指
摘
は
、
初
子
の
狂
気
の
原
因
探

し
と
治
療
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
朝
子
に
影
響
す
る
こ
と
は

な
し
。

い
よ
い
よ
霧
が
深
い
。
(
中
略
)
ま
こ
と
に
壮
麗
な
夢
の
国
で
あ
っ
た
。

霧
の
中
を
朝
子
は
翼
あ
る
鳥
の
や
う
に
飛
ん
で
歩
い
た
。
(
女
。
女
。

山
百
合
の
匂
ひ
。
母
の
乳
房
。
乳
色
の
海
。
ガ
ラ
ス
の
板
を
こ
ろ
げ
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ま
は
る
水
銀
の
玉
。
女
は
悪
魔
だ
。
あ
の
写
真
の
女
の
美
し
い
肌
。

父
の
匂
ひ
。
女
で
あ
る
こ
と
は
し
あ
は
せ
だ
。
彼
女
と
夫
の
結
婚
式
。

弟
の
傍
に
立
っ
て
ゐ
る
花
嫁
。
あ
の
写
真
の
女
。
朝
子
が
、
そ
の
女

で
あ
っ
た
。
)

弟
の
説
得
に
も
関
わ
ら
ず
、
朝
子
の
狂
気
は
定
ま
る
こ
と
な
く
、
幻
想
の

中
で
自
分
が
「
写
真
の
女
」
に
な
る
こ
と
で
、
弟
へ
の
恋
を
達
成
さ
せ
、

夫
の
不
倫
相
手
へ
の
嫉
妬
ま
で
も
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
騒
そ
う
と
す
る
願
望
が
消
え
る
こ
と
な
く
、
幻
想

で
し
か
そ
れ
を
解
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
結
末
、
ま
た
、
そ

れ
を
論
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
弟
の
言
葉
や
「
作
者
」
が
羅
列
す
る

病
症
は
、
す
べ
て
心
理
学
に
よ
っ
て
説
明
が
可
能
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

三
、
フ
口
イ
デ
イ
ズ
ム

前
述
し
た
、
心
理
学
の
適
用
は
、
本
作
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
か
え

っ
て
向
時
代
の
文
壇
に
多
用
さ
れ
た
形
式
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

背
景
に
あ
る
精
神
分
析
学
の
文
学
的
受
容
と
、
そ
れ
に
伴
う
フ
ロ
イ
デ
イ

ズ
ム
の
流
行
は
、
昭
和
初
期
の
極
め
て
混
乱
し
た
文
壇
の
状
況
の
中
で
形

成
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
そ
の
過
程
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

昭
和
三
年
か
ら
五
年
の
関
の
「
新
潮
」
誌
上
に
は
、
機
械
主
義
や
科
学

主
義
に
関
す
る
評
論
が
多
数
発
表
さ
れ
て
お
り
、
板
垣
熔
穂
は
、
当
時
の

文
学
が
「
「
機
械
」
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
ゐ
る
」
と
述

べ
、
「
合
理
主
義
」
に
基
づ
い
た
文
学
の
新
し
い
傾
向
を
分
析
し
て
い
る
。

板
垣
は
、
「
芸
術
派
」
の
文
学
が
獲
得
す
べ
き
表
現
技
法
を
、
と
り
わ
け

映
画
と
の
関
係
に
置
き
、
「
文
学
と
機
械
と
の
関
係
は
、
唯
だ
機
械
の
文

学
に
与
へ
る
影
響
(
傍
点
原
文
)
と
し
て
し
か
考
へ
得
な
い
」
と
、
文
学

の
形
式
に
お
け
る
映
画
の
再
現
能
力
の
優
位
を
述
べ
、
〈
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
〉
、

〈
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
〉
な
ど
の
技
法
を
紹
介
し
て
い
る
。
映
画
の
再
現
能
力

と
文
学
の
表
現
方
法
と
の
差
異
を
探
る
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
一
平
林
初
之

輔
が
い
う
「
文
字
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
文
学
」
の
限
界
と
い
う
認
識
と

通
じ
て
お
り
、
平
林
は
、
「
思
想
を
発
表
す
る
手
段
は
文
字
に
限
ら
れ
て

い
な
い
」
と
し
、
「
具
体
的
な
物
及
び
動
作
を
視
覚
的
に
再
現
す
る
活
動

写
真
」
が
、
文
学
の
位
置
を
「
相
当
不
安
定
な
も
の
」
に
し
て
い
る
と
説
く
。

こ
の
よ
う
な
文
壇
の
動
向
か
ら
は
、
関
東
大
震
災
以
後
、
都
市
の
復
元

の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
機
械
文
明
で
あ
る
「
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
、
都

市
文
化
の
形
成
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
の
領
域
に
ま
で
影
響
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
。
高
橋
徹
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
機
械
制
生
産
設
備
を

も
っ
た
「
ニ
ュ

1
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
ヒ
と
し
て
の
新
開
・
ラ
ジ
オ
が
、

大
量
の
読
者
と
聴
取
者
を
造
り
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
、
昭
和
五
年
「
日

活
」
が
、
ト
ー
キ
ー
を
採
用
す
る
に
至
り
、
映
画
に
お
け
る
転
換
期
が
迎

え
ら
れ
る
な
ど
、
昭
和
初
期
は
機
械
文
明
へ
の
傾
倒
が
顕
著
に
加
速
し
た

時
期
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
機
械
主
義
と
科
学
主
義
は
、
こ
の
時
期
を

背
景
に
萱
場
し
、
主
に
映
画
の
手
法
が
形
式
の
詣
で
注
目
さ
れ
た
が
、
同

時
に
、
そ
の
影
響
に
問
附
す
る
壊
疑
的
な
論
も
出
で
い
る
。
昭
和
五
年
二
月

の
「
新
潮
」
合
評
会
は
、
前
述
の
文
学
を
め
ぐ
る
議
論
を
端
的
に
示
し
て

お
り
、
中
村
武
経
夫
は
、
「
機
械
主
義
が
力
を
得
て
来
る
と
す
れ
ば
、
単

に
調
子
だ
と
か
テ
ム
ポ
だ
と
か
ば
か
り
で
な
し
に
、
も
っ
と
文
学
の
本
質

に
迄
影
響
し
て
来
る
の
ぢ
ゃ
な
い
か
」
と
、
既
存
の
文
学
に
対
す
る
不
安

を
述
べ
、
そ
の
一
方
で
、
「
心
理
描
写
」
を
「
文
学
の
中
軸
的
な
使
命
」
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と
す
る
。
こ
の
言
葉
を
受
け
て
浅
原
六
部
は
、
「
感
情
」
を
表
現
す
る
た

め
に
は
、
「
心
理
」
の
表
現
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
「
心
理
」

描
写
の
た
め
の
新
し
い
形
式
が
求
め
ら
れ
る
と
説
く
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
論
に

代
表
さ
れ
る
形
式
論
と
、
文
学
に
お
け
る
内
容
や
本
質
と
の
融
合
を
め
ぐ

り
多
く
の
論
が
追
随
す
る
中
で
、
「
心
理
」
、
「
感
情
」
、
「
精
神
」
を
書
く

た
め
の
新
し
い
形
式
が
関
わ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
科
学
主
義
は
、
心
理

の
表
現
形
式
に
お
い
て
も
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
大
槻
憲
二
は
、

「
自
然
主
義
の
背
殻
に
は
自
然
科
学
が
あ
り
、
社
会
主
義
文
芸
の
背
景
に

は
社
会
科
学
が
あ
っ
た
如
く
、
非
意
識
派
の
文
芸
に
は
精
神
分
析
が
あ
る
」

と
し
、
「
精
神
分
析
学
は
文
学
の
発
源
体
た
る
人
間
の
非
意
識
心
理
を
研

究
対
象
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
説
く
。
さ
ら
に
一
長
田
秀
雄
は
、
従
来
の

自
然
主
義
が
「
精
神
の
現
は
れ
を
意
識
の
表
面
だ
け
に
眠
っ
て
し
ま
っ
た
」

と
指
摘
し
、
そ
の
過
程
で
看
過
さ
れ
て
き
た
「
無
意
識
」
を
表
現
の
対
象

に
す
る
こ
と
で
、
ヱ
一
ん
全
な
人
間
の
描
写
」
が
可
能
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
論
か
ら
は
、
精
神
分
析
学
に
関
す
る
詳
細
な
紹
介
と
共
に
、
「
抑
圧
」
、

コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス

「
抵
抗
」
、
「
エ
デ
ィ
ポ
ス
銭
椋
」
な
ど
の
精
神
分
析
学
用
語
が
、
文
学
作

品
の
批
評
用
語
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
従
来
の
自
然
科
学

と
社
会
科
学
に
代
わ
る
「
科
学
」
の
一
つ
と
し
て
、
精
神
分
析
学
が
必
要

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う

な
動
向
は
、
精
神
分
析
学
に
よ
る
人
間
の
精
神
の
把
握
と
表
現
を
そ
の
ま

ま
形
象
化
す
る
、
機
械
的
な
表
現
形
式
、
つ
ま
り
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
と
し

て
ま
ず
現
れ
た
。

平
山
城
児
氏
は
、
昭
和
初
期
に
お
い
て
「
小
説
へ
精
神
分
析
の
理
論

を
応
用
す
る
こ
と
は
一
種
の
流
行
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
、
そ
の
作
品
の

一
つ
と
し
て
伊
藤
整
の
「
感
情
細
胞
の
断
面
」
(
『
文
芸
レ
ピ
ュ
昭
和

五
年
五
月
)
を
あ
げ
る
。
伊
藤
に
お
け
る
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
は
、
そ
の
ま

ま
継
続
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
平
山
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
「
ブ
ロ
イ
ト

理
論
か
ら
ジ
ョ
イ
ス
的
手
法
へ
と
移
行
」
さ
れ
、
渥
美
孝
子
氏
は
、
川
端

に
お
い
て
も
「
針
と
鶴
子
と
霧
」
と
「
水
晶
幻
想
」
の
二
作
が
、
「
フ
ロ

イ
ト
か
ら
ジ
ョ
イ
ス
へ
と
辿
っ
て
い
た
伊
藤
整
の
歩
み
と
重
な
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。
後
に
考
察
を
加
え
る
が
、
日
本
の
文
壇
に
お
け
る
〈
意
識

の
流
れ
〉
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
最
も
積
極
的
に
説
を
な
し
た
伊
藤
整
を

中
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
川
端
の
作
品
に
お
い

て
も
、
「
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
↓
意
識
の
流
れ
」
と
い
う
図
式
が
通
用
さ
れ

て
き
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
針
と
硝
子
と
霧
」
の
後
半
部
の
流
れ
は
、

前
述
の
図
式
に
収
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
方

向
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
節
を
改
め
て
そ
の
過
程
を
読
ん
で

い
く
こ
と
に
す
る
。
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四
、
「
間
隠
れ
た
意
士
山
」

弟
と
夫
に
連
れ
ら
れ
病
院
に
向
か
う
途
中
、
朝
子
が
幻
想
の
中
に
入
っ

た
後
の
記
述
に
は
「
作
者
」
が
萱
場
し
て
い
る
。

作
者
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
さ
き
、
書
き
つ
づ
け
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら

う
か
。
あ
る
と
思
へ
ば
あ
る
。
な
い
と
思
へ
ば
な
い
。
な
ぜ
な
い
か

と
い
へ
ば
、
朝
子
は
い
よ
い
よ
ほ
ん
た
う
の
気
ち
が
ひ
ら
し
く
な
っ

て
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
/
不
潔
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し

く
な
っ
た
。
/
接
触
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。

/
尖
圭
恐
怖
症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。
/
恐
怖
恐
怖



症
の
徴
候
が
だ
ん
だ
ん
激
し
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
と
り
と
め
も
な

い
こ
と
を
絶
え
間
な
く
し
ゃ
べ
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
り
と
め

も
な
い
お
し
ゃ
べ
り
の
中
か
ら
捜
し
出
せ
る
第
一
の
も
の
は
、
あ
の

女
を
う
ち
へ
入
れ
て
く
れ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
し
か

し
、
も
し
書
き
つ
づ
け
る
必
要
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
筆
を
朝
子
の
弟

の
上
に
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
や
う
に
、
作
者
は
考
へ
る
。
/
な
ぜ
な
ら
、

弟
は
間
も
な
く
、
あ
の
写
真
の
女
に
恋
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。
/
け

れ
ど
も
、
姉
の
隠
れ
た
意
志
を
、
弟
が
そ
の
恋
を
通
し
て
、
ど
ん
な

風
に
行
ふ
か
は
、
も
う
一
つ
の
新
し
い
小
説
の
主
題
で
あ
る
と
、
作

者
は
考
へ
て
ゐ
る
。

こ
の
「
作
者
」
の
言
葉
に
は
、
今
ま
で
読
ん
で
き
た
内
容
と
自
然
に
つ
な

が
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
幻
想
の
中
で
自
ら
が
弟
の
結
婚
相
手
の
女
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
求
を
解
決
で
き
た
と
す
る
と
、
朝
子
の
病
症
は

な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
病
症
は
相
変
わ
ら
ず
進
行
し
て
い
き
、
さ
ら

に
自
ら
写
真
の
女
に
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
朝
子
は
女
を
家
へ
入

れ
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
説
明
す
る
た
め
に
、

朝
子
の
「
揺
れ
た
意
志
」
に
戻
っ
て
み
る
。

「
姉
は
秘
密
が
恐
ろ
し
い
ん
で
す
。
実
を
い
ふ
と
、
秘
密
の
中
身
が
恐

ろ
し
ん
ち
ゃ
な
く
、
秘
密
を
あ
ば
く
こ
と
が
恐
ろ
し
い
ん
で
す
」
と
い
う

弟
の
言
葉
の
よ
う
に
、
朝
子
は
狂
気
と
夫
へ
の
殺
意
と
い
う
「
秘
密
」
と
「
隠

れ
た
意
志
」
を
持
っ
て
お
り
、
弟
は
そ
れ
を
暴
く
よ
う
に
朝
子
を
促
す
役

割
を
し
て
い
た
。

体
に
一
ぱ
い
の
毒
が
、
私
の
指
先
か
ら
流
れ
出
す
。
夫
を
殺
す
こ
と

だ
っ
て
出
来
る
。
あ
あ
。
恐
ろ
し
い
。
お
父
さ
ん
。
私
の
起
る
と
忠

司
対
斗
叫
出

1dμ
刻
刻
引
割
引
。
私
は
夫
の
恋
人
を
家
へ
呼
び
寄

せ
よ
う
。
気
ち
が
ひ
の
真
似
を
し
て
ゐ
る
朝
子
。
弟
は
夫
な
ん
か
に

負
け
ゃ
し
な
い
。
夫
の
恋
人
を
、
き
っ
と
弟
は
奪
っ
て
し
ま
ふ
。
お

父
さ
ん
、
お
父
さ
ん
と
ち
が
っ
て
、
弟
は
幸
福
な
結
婚
を
す
る
。
あ

ん
な
に
美
し
い
、
あ
ん
な
に
い
い
女
は
、
二
人
と
ゐ
な
い
の
だ
か
ら
。

恋
人
を
奪
は
れ
た
夫
の
自
殺
。

死
ん
だ
父
に
向
け
て
述
べ
る
言
葉
の
中
で
、
務
子
は
夫
の
自
殺
を
想
像
す

る
。
そ
れ
は
、
女
を
家
へ
呼
び
寄
せ
た
後
、
自
分
が
狂
人
の
真
似
を
し
て

い
る
内
に
、
弟
が
女
を
夫
か
ら
奪
い
、
女
を
奪
わ
れ
た
夫
が
自
殺
す
る
と

い
う
過
程
を
経
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
妄
想
に
近
い
想
像
を
、
朝
子
は
自
分

の
「
起
る
と
思
っ
た
こ
と
」
が
、
「
み
ん
な
必
ず
起
る
」
と
確
信
し
て
お
り
、

病
症
が
治
ま
る
こ
と
な
く
続
く
の
は
、
前
述
の
「
隠
れ
た
意
志
」
が
、
朝

子
の
妄
想
の
中
で
実
際
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
妄
想
の
中
で
は
、
狂
人
に
な
っ
た
朝
子
に
代

わ
り
、
女
が
朝
子
二
悉
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
弟
と
夫
の
間
に
葛
藤
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。
朝
子
は
、
狂
人
の
「
真
似
」
を
し
な
が
ら
、
弟
へ
の
恋
と

女
へ
の
嫉
妬
、
夫
へ
の
殺
意
を
持
ち
続
け
、
そ
の
過
程
で
経
験
し
た
清
潔
・

接
触
・
尖
圭
恐
怖
症
も
続
く
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
「
作
者
」
は
、
「
こ
れ
以
上
書
き
続
け
る
必
-
安
」
が
あ
る
な
ら
、

「
筆
を
朝
子
の
弟
の
上
に
移
さ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
「
弟
は
間
も
な
く
、

あ
の
写
真
の
女
に
恋
を
し
た
」
と
述
べ
る
が
、
こ
の
記
述
は
、
現
実
の
出

来
事
を
述
べ
る
の
で
は
な
い
。
弟
は
、
女
の
写
真
を
朝
子
か
ら
見
せ
ら
れ

た
だ
け
で
会
っ
た
こ
と
が
な
く
、
夫
は
、
女
の
写
真
を
持
っ
て
い
る
こ
と

さ
え
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
写
真
の
女
は
、
二
人
に
と
っ
て
「
攻
り
柄

も
な
い
女
」
、
「
酒
場
の
女
給
」
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
人
物
で
、
実
際

そ
の
女
が
家
に
来
る
こ
と
、
弟
が
そ
の
女
と
結
ば
れ
る
こ
と
は
、
現
実
性
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に
乏
し
い
と
い
え
よ
う
む
つ
ま
り
、
最
後
の
「
作
者
」
の
記
述
は
、
朝
子

の
幻
想
の
中
で
「
隠
れ
た
意
志
」
が
だ
ん
だ
ん
進
行
し
て
い
く
過
程
の
中
に
、

い
つ
の
間
に
か
弟
が
引
き
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
読

む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
結
末
を
考
え
る
時
、
「
恐
怖
恐
怖
症
」
と
い
う
、

出
典
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
言
葉
を
含
ん
だ
病
症
の
羅
列
も
、
単
な
る

言
葉
の
縫
列
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
弟
の
分
析
や
病
名
で
は
な
く
、
恐
怖
症

を
患
う
朝
子
の
狂
気
と
幻
想
な
の
で
あ
る
。
朝
子
は
、
針
を
刺
し
鶴
子
で

切
り
流
す
血
と
、
体
の
中
の
毒
を
実
際
に
体
験
し
な
が
ら
狂
気
を
増
し
て

い
き
、
朝
子
を
冷
静
に
観
察
し
て
い
た
弟
が
、
そ
の
狂
気
の
中
に
引
き
込

ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
弟
と
い
う
人
物
が
前
述
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

説
子
は
他
人
に
間
か
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
自
分
の
秘
密
を
、
幻
想
の
中

に
入
る
藍
前
、
弟
に
打
ち
明
け
る
が
、
そ
の
場
面
で
、
弟
と
朝
子
の
開
に

交
わ
さ
れ
る
食
い
違
っ
た
対
話
に
自
を
向
け
て
み
る
。

彼
女
は
弟
の
耳
に
口
を
つ
け
て
瞬
い
た
。
/
「
ね
え
。
お
前
は
ほ
ん

た
う
に
私
の
心
が
す
っ
か
り
分
か
る
自
信
が
あ
る
?
あ
る
わ
ね
。
あ

る
っ
て
い
っ
て
よ
。
嬉
し
い
の
よ
、
私
、
こ
ん
な
深
い
霧
の
中
で
は
、

な
に
を
い
っ
た
っ
て
、
世
間
に
関
こ
え
ゃ
し
な
い
わ
。
」
/
「
そ
れ

ぢ
や
姉
さ
ん
の
、
今
の
こ
こ
ろ
の
、
一
番
深
い
秘
密
を
打
ち
明
け
て

ご
ら
ん
な
さ
い
よ
/
「
そ
れ
は
ね
、
夫
を
少
し
も
愛
し
て
ゐ
な
い

っ
て
こ
と
な
の
よ
/
「
そ
れ
か
ら
?
」
/
「
そ
れ
か
ら
、
な
に
を

い
ふ
の
?
」
/
「
そ
れ
か
ら
お
や
ぢ
を
愛
し
て
ゐ
る
。
」
/
「
あ
た

ら
な
い
わ
。
そ
ん
な
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
私
の
体
に
毒
が
一
。
は
い
た
ま
っ

て
ゐ
て
、
そ
れ
が
指
先
か
ら
匂
ひ
の
や
う
に
出
る
っ
て
こ
と
な
の
。
」

/
「
そ
の
寄
っ
て
の
は
、
嫉
妬
の
こ
と
な
ん
で
せ
う
。
」
「
ち
が
ふ
。

気
ち
が
ひ
は
体
の
中
に
毒
が
一
ば
い
つ
ま
っ
て
る
ん
ぢ
ゃ
な
い
よ

こ
の
対
話
の
中
で
朝
子
が
打
ち
明
け
る
秘
密
は
、
「
夫
を
少
し
も
愛
し
て

ゐ
な
い
」
こ
と
、
自
分
の
体
に
「
毒
が
一
ば
い
た
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
、

夫
へ
の
殺
意
を
込
め
た
「
隠
れ
た
意
志
」
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、

弟
は
最
後
ま
で
そ
れ
を
「
お
や
ぢ
を
愛
し
て
い
る
」
、
「
嫉
妬
」
と
い
う
意

味
で
受
け
止
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
弟
が
朝
子
に
対
し
て
、
理
性
的
に
分

析
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
朝
子
が
死
ん
だ
母
宛
て
に
送
っ
た
手
紙
を
、

弟
が
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
初
子
は
手
紙
に
切
手
を
貼
っ
て
出
し
て

お
り
、
弟
は
「
宛
名
人
不
明
で
戻
っ
て
来
た
」
手
紙
を
発
見
し
て
読
ん
で

い
た
。
弟
は
そ
の
手
紙
を
読
む
こ
と
で
朝
子
の
秘
密
を
知
り
、
そ
れ
を
以

て
心
理
分
析
の
真
似
ご
と
を
し
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
が
朝
子
に
影
響

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
針
と
硝
子
と
霧
」
は
、
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム

小
説
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
を
相
対
化
し
た
作
品
と
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
弟
や
夫
な
ど
の
現
実
の
人
物
た

ち
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
朝
子
の
狂
気
や
病
症
と
は
別
に
、
朝
子
の

「
隠
れ
た
意
志
」
は
、
狂
気
と
妄
想
の
中
で
、
現
実
と
ほ
と
ん
ど
変
り
が

な
い
ほ
ど
計
画
的
に
進
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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五
、
〈
意
識
の
流
れ
〉

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
朝
子
の
意
識
の
内
容
は
、
(
)
の
中
に
入
れ
ら

れ
て
お
り
、
弟
の
言
葉
と
対
比
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

引
用
①
朝
子
の
意
識



海
。
刻
一
は
紙
の
テ
イ
プ
を
く
は
へ
て
海
を
渡
っ
て
行
く
。
(
中
略
)

私
が
病
気
に
な
っ
た
ら
、
夫
は
あ
の
女
を
う
ち
へ
入
れ
る
だ
ら
う
。

あ
の
女
は
弟
に
恋
を
す
る
。
蓄
音
機
の
針
を
く
は
へ
て
海
を
渡
っ
て

行
く
刻
。
古
里
の
家
の
組
制
謝
。
制
税
引
の
鳴
き
声
。
白
木
蓮
。
馬
車
。

電
線
に
泊
る
燕
。

引
用
②
弟
の
言
葉

「
燕
で
忠
ひ
出
し
た
。
お
や
ぢ
の
あ
ら
あ
ら
し
い
性
質
は
、
僕
ば
か

り
で
な
く
、
姉
だ
っ
て
受
け
つ
い
で
ゐ
ま
す
よ
。
(
中
略
)
憶
え
て

ゐ
ま
す
か
。
う
ち
の
燕
の
巣
か
ら
燕
の
子
が
庭
へ
落
ち
た
こ
と
が
あ

っ
た
で
せ
う
。
姉
さ
ん
は
そ
い
つ
を
拾
っ
て
川
の
中
へ
捨
て
に
行
き

ま
し
た
よ
。
」

引
用
①
朝
子
の
意
識

田
舎
の
矧
倒
刻
q
l

吹
き
矢
で
小
鳥
を
狙
っ
て
ゐ
る
子
供
姿
の
弟
。
水

車
。
死
人
花
。
私
は
お
医
者
に
み
て
も
ら
は
う
。
背
中
を
切
り
裂
い
て
、

そ
こ
へ
鉛
の
煮
え
立
っ
た
の
を
流
す
昔
の
拷
問
。

引
用
④
弟
の
言
葉

お
ふ
く
ろ
の
死
ん
だ
時
に
は
、
側
斜
利
の
鳥
が
鳴
き
ま
し
た
つ
け
。

姉
さ
ん
は
そ
の
鳥
を
到
例
制

U
が
り
引
制
1
凶
州
凶
出
利
口
出
州
出
刻

ん
で
せ
う
。

引
用
①
で
、
朝
子
は
女
の
写
真
を
見
て
燕
を
思
い
出
し
、
「
悲
し
い
燕
」

と
い
う
字
を
写
真
の
裳
に
書
き
こ
む
。
弟
が
「
燕
」
に
関
す
る
昔
の
逸
話

を
思
い
出
し
、
朝
一
千
の
乱
暴
な
性
質
を
認
め
さ
せ
る
た
め
に
語
っ
て
い
る

の
に
対
し
、
朝
子
に
と
っ
て
「
燕
」
は
、
意
味
を
成
す
こ
と
な
く
次
々
と

つ
な
が
っ
て
い
く
連
想
の
中
で
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言

葉
の
捉
え
方
の
遠
い
は
、
引
用
③
と
④
の
「
柿
の
木
」
に
お
い
て
も
繰
り

返
さ
れ
る
。
朝
子
は
(
)
の
中
で
、
「
小
鳥
の
歌
ふ
や
う
に
、
誰
に
も

分
ら
な
い
言
葉
で
、
心
の
う
ち
を
歌
」
う
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
弟
か
ら

乱
暴
な
性
質
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
た
際
に
は
、
「
一
言
葉
の
か
は
り
に
、
大

き
な
あ
く
び
」
を
す
る
。
つ
ま
り
、
朝
子
の
(
)
の
中
の
記
述
は
、
朝

子
に
と
っ
て
は
、
一
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
、
誰
に
も
伝
わ
ら
な
い
言
葉
と

い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

先
行
論
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
)
の
中
の
叙
述
方
法
〈
意
識

の
流
れ
〉
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ジ
ョ
イ
ス
の
方
法
と
の
差
異
を
探
る

方
向
に
捉
え
ら
れ
、
概
念
の
定
義
も
論
者
に
よ
っ
て
多
岐
に
わ
た
る
が
、

ロ
パ

i
ト
・
ハ
ン
フ
リ
ー
に
お
け
る
〈
意
識
の
流
れ
〉
論
が
そ
の
概
論
と

し
て
参
考
に
な
る
。

哲
学
・
心
理
学
者
の
う
ち
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
と
ア
ン
リ
・

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
は
、
彼
ら
に
続
く
世
代
に
、
意
識
が
流
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
心
は
、
外
国
的
世
界
の
恐
意
的
で
国
定
し
た
時
間
お
よ

び
空
間
価
値
か
ら
離
れ
た
、
そ
の
独
自
の
時
間
、
空
間
を
持
っ
て
い

る
こ
と
を
確
信
さ
せ
た
。
か
く
て
、
作
家
が
意
識
世
界
を
摘
出
し
よ

う
と
す
る
と
き
、
流
動
性
と
持
続
性
と
は
新
た
な
物
語
方
法
の
開
発

を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。

ハ
ン
フ
リ

i
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
一
一
一
缶
詰
表
現
以
前
の
彼
ら
の

意
思
の
究
明
に
重
点
を
置
く
形
」
と
し
て
〈
意
識
の
流
れ
〉
を
定
義
す

る
。
日
本
に
お
け
る
〈
意
識
の
流
れ
〉
は
、
大
正
期
に
す
で
に
紹
介
が
あ

り
、
堀
口
大
学
は
ジ
ョ
イ
ス
の
吋
ユ
リ
シ

l
ズ
」
の
紹
介
と
共
に
、
作
品

中
の
形
式
の
一
つ
と
し
て
「
内
心
独
自
」
を
あ
げ
、
ジ
ョ
イ
ス
が
感
化
を

受
け
た
と
す
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ュ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
の
小
説
「
月
桂
樹
は

き
ら
れ
た
」
(
一
八
八
七
年
初
刊
)
の
形
式
に
隠
し
て
も
言
及
し
て
い
る
。
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堀
口
は
こ
の
形
式
が
、
「
わ
れ
等
の
心
中
最
も
奥
深
い
所
に
束
の
間
起
伏

す
る
思
念
」
を
、
「
意
識
の
感
化
を
受
け
ぬ
以
前
に
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の

姿
に
捕
へ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
」
方
法
と
し
、
そ
の
中
で
、
人
物

の
「
回
想
、
連
想
、
欲
望
、
悔
浪
、
希
望
等
あ
ら
ゆ
る
感
情
と
思
念
」
が
、

「
初
等
の
理
論
も
な
く
」
、
「
心
の
勤
き
の
ま
ま
に
、
走
り
去
る
」
と
い
う
。

さ
ら
に
、
土
居
光
知
は
、
「
意
識
の
中
に
流
れ
る
も
の
を
で
き
る
限
り
直

接
に
表
現
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
決
し
て
そ
れ
を
理
智
的
に
分
析
し
た
り
、

説
明
し
た
り
し
な
い
態
度
」
と
し
て
〈
意
識
の
流
れ
〉
を
解
釈
し
、
「
意

識
の
流
動
の
実
景
を
描
く
こ
と
、
抽
象
的
な
、
輪
郭
的
な
ま
た
説
明
的
な

言
葉
を
避
け
て
、
触
感
的
な
一
言
葉
を
の
み
用
ゐ
る
こ
と
」
を
そ
の
特
徴
と

(
m
m
)
 

す
る
。こ

の
よ
う
に
〈
意
識
の
流
れ
〉
は
、
「
理
智
的
」
に
捉
え
る
こ
と
の
で

き
な
い
意
識
の
内
容
を
表
現
す
る
形
式
と
い
う
意
味
で
受
け
止
め
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
中
で
、
前
掲
の
土
一
居
の
論
文
中
に
一
-
ユ
リ
シ

i
ズ
」
の
訳
文

が
一
部
紹
介
さ
れ
た
後
、
伊
藤
整
が
長
松
定
、
辻
野
久
憲
ら
と
共
同
作
業
で
、

雑
誌
立
マ
現
実
」
に
吋
ユ
リ
シ

1
ズ
」
の
本
格
的
な
翻
訳
を
行
う
一
方
で
、

〈
意
識
の
流
れ
〉
に
関
す
る
一
許
論
を
多
数
発
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ョ
イ
ス
の
無
意
識
の
取
扱
方
の
独
特
な
点
は
、
彼
が
無
意
識
の
顕

現
を
、
客
観
的
な
、
統
一
あ
る
理
論
の
立
場
か
ら
描
写
せ
ず
、
主

観
の
み
に
よ
っ
て
無
意
識
的
流
動
を
表
現
し
た
こ
と
、
換
言
す
れ

ば
、
無
意
識
を
純
粋
に
無
意
識
と
し
、
他
物
の
介
在
を
排
除
す
る
為

に
し
か
客
観
力
を
用
ひ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
表
現
を
無
意

識
の
面
に
沿
ふ
て
流
動
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
の
力
点
は

無
意
識
を
で
な
く
て
、
無
意
識
で
(
傍
点
原
文
)
で
あ
る
と
言
へ
ょ
う
。

(
中
略
)
計
叫
什
升
什
刈
判
制
適
用
射
針
刷
出
川
淵
凶
ォ
剣
判
例
以

解
決
に
至
る
テ
マ
が
作
品
を
決
定
す
る
に
反
し
て
、
「
意
識
の
流
れ
」

叫
利
引
城
制
凶
ォ
泌
割
引
制
列
州
制
謝
剥
倒
州
総
料
引
州
側
副
州
制
民

組
引
刻
叫
i

従
っ
て
グ
ラ
ヂ
ワ
の
如
き
フ
ロ
イ
デ
ィ
ス
ム
に
立
つ
作
品

は
尚
既
存
の
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
、
今
ま
で
の
肉
眼
的
描
写
を
、

顕
微
鏡
的
に
或
は
高
速
度
映
写
機
的
に
科
学
を
適
用
し
て
描
写
す
る

に
止
る
が
斗
謝
制
州
制
利
叫
刻
紺
矧
側
同
剥
割
引
制
場
制
凶
瑚
割
引

州
制
倒
州
側
側

U
制
餅
引
引
の
で
あ
る
。
市
も
な
ほ
そ
れ
は
現
実
な

の
で
あ
る
。

以
上
の
伊
藤
の
論
に
お
い
て
は
、
す
で
に
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
と
の
距
離
が

窺
え
る
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
心
理
」
や
「
精
神
」
の
表
現
に
お

い
て
、
ム
自
然
科
学
に
代
わ
る
科
学
と
し
て
精
神
分
析
学
が
注
目
さ
れ
、
そ

の
結
果
生
ま
れ
た
形
式
主
義
の
一
つ
が
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
〈
意

識
の
流
れ
〉
は
、
そ
の
フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
を
修
正
す
る
方
法
と
し
て
機
能

し
た
の
で
あ
り
、
伊
藤
に
お
い
て
は
、
「
無
意
識
」
を
い
か
に
表
現
す
る

か
と
い
う
問
題
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
後
に
伊
藤
自
身
が
、
「
昭

(
お
)

和
六
年
の
初
め
頃
、
す
で
に
窮
地
に
陥
っ
て
い
た
」
と
述
べ
、
〈
新
心
理

主
義
〉
と
い
う
枠
の
中
に
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
が
収
蝕
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
で
、
引
用
し
た
伊
藤
の
論
理
の
欠
点
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
批
判
は
川
端
に
お
い
て
も
影
響
し
て
い
る
。
佐
藤
公
一
氏
は
、
伊
藤
の

論
が
「
新
心
理
主
義
文
学
理
論
形
成
途
上
の
、
フ
ロ
イ
ト
に
ひ
き
ず
ら
れ

た
〈
理
論
的
爆
発
〉
で
あ
っ
て
、
正
当
の
理
論
と
は
い
え
な
い
」
と
説
く
が
、

む
し
ろ
そ
れ
は
、
前
述
し
た
広
範
な
文
壇
の
動
向
の
中
で
必
然
的
に
受
容

も
し
く
は
変
容
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
は
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
、
フ
ロ
イ
デ
イ

ズ
ム
の
修
正
と
い
う
意
味
だ
け
に
馬
限
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
前
掲
の
伊
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藤
の
論
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
客
観
的
な
、
統
一
あ
る
理
論
」
な

し
に
「
主
観
の
み
」
に
よ
っ
て
、
「
解
体
」
す
る
「
現
実
」
を
描
く
方
法

と
し
て
〈
意
識
の
流
れ
〉
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
春
山

行
夫
は
、「

劃
剥
引
制
料
叫
叶
吋
ぷ
斗
出
削
寸
引
判
例
別
調
刈
判
例
制
到
新
叫
刻
刻
、

謝
料
倒
刻
刻
1
剥
瑚
側
出
樹
州
制
崩
割
引
期
制
寸
寸
ォ
4
尉
謝
剖
同
制

動
す
る
生
の
ま
ま
の
、
際
艇
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
文
学

の
記
述
の
上
に
お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
が
流
動
的
で
あ
り
、

生
の
ま
ま
で
あ
り
、
践
艇
と
し
て
ゐ
れ
ば
こ
そ
、
初
め
て
、
意
識
の

流
れ
(
傍
点
原
文
)
で
あ
る
と
い
へ
ょ
う
。
(
中
略
)
「
意
識
の
流
れ
」

は
、
そ
れ
が
叙
述
上
で
は
、
錯
雑
し
て
、
連
結
が
な
く
、
非
論
理
的

で
あ
っ
て
も
、
な
ん
ら
、
無
秩
序
で
あ
る
と
か
、
洋
沌
で
あ
る
と
か

い
ふ
こ
と
の
非
難
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
判
断
さ
れ
、

創
割
引
料
刻
現
鎖
倒
制
対
例
以
倒
司
1
側
一
刻
矧
司
刻
別
可
制
制
出
U

I
l
l
i
t
-
-
i
l
i
l
i
-
-
l
l
i
1
1
1
1
1
1
1
i
i
l
l
i
i

〈き

た
も
の
を
現
は
さ
う
と
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
が
、
「
論
理
的
な
精
神
」
と
は
異
な
る
意
識
を
扱
っ

て
お
り
、
「
整
理
さ
れ
た
現
実
」
か
ら
観
て
、
「
無
秩
序
」
で
、
「
混
沌
」

と
し
た
も
の
を
表
現
す
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
、

〈
意
識
の
流
れ
〉
の
受
容
に
は
、
論
理
的
に
整
理
さ
れ
た
確
留
た
る
現
実

へ
の
不
信
が
そ
の
前
提
と
し
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
辻
野
久

憲
の
論
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
辻
野
は
、
現
代
芸
術
の
本
質
的
な
特

質
を
「
習
慣
性
」
に
よ
る
「
現
実
観
念
の
危
機
」
か
ら
、
「
従
来
知
ら
れ

な
か
っ
た
現
実
の
面
を
見
出
す
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
今
日
の
「
叡
智
」

と
「
理
性
」
に
対
す
る
信
頼
の
揺
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
現
実

観
念
の
危
機
」
が
、
「
我
々
自
身
の
中
に
あ
る
現
実
の
分
析
」
を
可
能
に

し
た
と
延
べ
、
そ
の
方
法
と
し
て
「
内
白
」
と
「
超
現
実
主
義
」
を
あ
げ
る
。

内
自

B
o
g
-
o
m
5
5
5
2
2門
と
は
、
我
々
の
意
識
の
流
れ
を
写

す
方
法
で
、
此
の
場
合
、
偶
然
の
一
致
以
外
の
も
の
は
求
め
な
い
の

で
あ
る
。
即
ち
、
思
考
の
流
れ
の
間
に
、
時
と
し
て
外
部
か
ら
の
感

覚
と
印
象
と
が
浮
上
る
が
、
間
も
な
く
そ
れ
も
こ
の
流
れ
の
中
に
曳

入
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
。
こ
れ
に
反
し
て
超
現
実
主
義
は
、
よ
り
深
い

現
実
か
ら
の
自
発
的
な
飛
躍
を
狙
っ
た
も
の
で
あ
る
。

辻
野
は
、
思
考
が
、
「
必
然
」
的
「
因
果
」
に
依
る
の
で
は
な
く
、
「
偶
然
」

に
依
っ
て
外
部
を
認
識
す
る
こ
と
、
「
内
自
」
が
そ
の
表
現
を
可
能
に
す

る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
「
物
質
の
絶
対
的
現
実
性
」
に
対
す
る
信

頼
が
希
薄
に
な
る
中
で
、
従
来
の
認
識
の
原
理
で
は
表
現
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
現
実
を
捉
え
る
方
法
と
し
て
超
現
実
主
義
に
着
目
し
て
い
る
。

辻
野
の
指
摘
通
り
、
「
現
実
観
念
の
危
機
」
は
、
こ
の
時
期
に
間
わ
れ

て
い
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
の
問
題
、
そ
れ
に
数
桁
す
る
超
現
実
主
義
へ

の
注
自
と
無
縁
で
は
な
い
。
原
一
郎
は
、
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
け
る

「
現
実
」
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
「
表
面
的
考
察
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と

指
摘
し
、自

由
と
発
展
と
秩
序
の
感
じ
、
そ
れ
は
芸
術
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
感

銘
に
他
な
ら
な
い
が
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
、
そ
の
感
銘
を
、
彼
ら
の
芸

術
的
経
験
の
対
象
i

そ
れ
は
著
し
く
知
覚
表
象
の
性
質
に
似
た
も
の

で
あ
る
が
、
ー
に
移
し
て
、
以
て
客
観
的
現
実
の
実
相
に
肉
追
し
た

と
信
仰
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
に
感
銘
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

と
は
想
像
的
経
験
に
よ
っ
て
の
み
与
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現

〈
幻
}

笑
界
に
於
け
る
笑
在
で
は
な
い
。

と
、
「
経
験
」
に
よ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
限
界
を
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
超
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現
実
主
義
が
、
以
上
の
よ
う
な
限
界
か
ら
脱
し
、
「
確
然
た
る
意
識
に
還

元
で
き
な
い
広
漠
た
る
意
識
の
世
界
、
何
等
の
意
義
を
構
成
し
得
、
ざ
る
揮

沌
た
る
意
識
の
世
界
」
を
表
現
で
き
る
と
し
、
「
知
覚
的
認
識
の
対
象
と

し
て
の
現
実
界
」
か
ら
逃
れ
た
と
こ
ろ
に
超
現
実
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
q

ま
た
、
滝
口
修
造
は
、
「
現
代
は
、
レ
ア
リ
ス
ム
混
迷
の
時
代
だ

と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
不
可
解
な
レ
ア
リ
ス
ム
の
迷
宮
に
踏
み
入
っ
て
ゐ

る
」
と
し
、
そ
の
限
界
か
ら
脱
す
る
方
法
と
し
て
、
超
現
実
主
義
に
お
け

る
「
無
意
識
」
に
品
市
布
告
し
て
い
る
。
滝
口
は
、
超
現
実
主
義
を
「
あ
ら
ゆ

る
合
理
主
義
へ
の
反
抗
、
無
意
識
の
世
界
の
探
求
」
と
解
釈
し
、
「
理
性

の
管
理
な
し
に
、
あ
ら
ゆ
る
審
美
的
・
道
徳
的
な
先
入
観
な
し
に
思
想
を

(
お
)

表
現
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
「
無
意
識
」
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、

従
来
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
無
秩
序
な
意
識
を
表
現
す
る
こ
と

で
、
「
合
理
主
義
」
を
支
え
て
い
る
「
理
性
」
と
、
そ
れ
に
よ
る
現
実
の

限
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
に
依
っ
て
お
り
、
〈
意
識
の

流
れ
〉
の
受
容
も
そ
の
認
識
の
転
換
の
中
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

六
、
お
わ
り
に

朝
子
の
狂
気
に
沿
っ
て
進
行
し
て
い
く
作
品
の
結
末
で
「
作
者
」
が
叙

述
す
る
の
は
、
現
実
を
超
え
る
狂
気
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
狂
気
の
実

相
を
叙
述
す
る
方
法
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
〈
意
識
の
流
れ
〉
で
あ
っ
た
。

従
来
、
単
な
る
狂
気
の
分
析
と
し
て
読
ま
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
〈
意
識
の

流
れ
〉
の
受
容
の
未
熟
さ
の
基
に
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
本
作
が

試
み
て
い
る
の
は
、
精
神
分
析
学
へ
の
注
目
と
、
そ
れ
に
敷
~
約
す
る
「
無

意
識
」
の
文
学
的
表
現
が
焦
点
化
さ
れ
た
昭
和
初
期
文
壇
に
お
け
る
、
川

端
の
文
学
論
の
提
示
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
当
時
の
文
学
に
求
め
ら
れ
た

新
た
な
心
理
描
写
を
め
ぐ
っ
て
、
精
神
分
析
学
の
適
用
を
元
に
登
場
し
た

フ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
が
、
そ
の
機
械
的
な
形
式
論
に
留
ま
る
こ
と
へ
の
危
機

意
識
か
ら
、
理
性
の
統
制
に
拠
ら
な
い
、
よ
り
広
範
な
意
識
を
表
現
す
る

方
法
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
が
〈
意
識
の
流
れ
〉
で
あ
る
。
本
作
に
試
み

ら
れ
た
方
法
が
、
同
時
代
の
文
壇
の
動
向
と
重
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
さ
ら
に
そ
の
過
程
に
は
、
作
家
意
識
を
作
口
開
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

文
学
の
あ
り
ょ
う
を
模
索
し
つ
づ
け
た
、
川
端
文
学
の
一
面
が
垣
間
見
ら

れ
る
。
と
り
わ
け
本
作
に
お
け
る
問
題
意
識
は
、
ブ
ロ
イ
デ
イ
ズ
ム
へ
の

批
判
を
超
え
、
そ
の
背
理
に
あ
る
科
学
主
義
の
皮
相
性
、
さ
ら
に
は
屈
折

し
た
合
理
主
義
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ

う
な
文
学
論
の
考
察
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
た
非
理
性
や
幻
想
へ
の
志
向
が
、

後
の
「
水
晶
幻
想
」
、
「
好
情
歌
」
(
『
中
央
公
論
」
昭
和
七
年
二
月
)
に
お

い
て
も
実
践
さ
れ
て
い
く
と
い
え
ま
い
か
。
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注(
1
)

羽
鳥
一
英
「
一
九
一
二

0
年
代
の
川
端
康
成
(
上

)
i
「
浅
草
紅
間
」
か
ら
「
雪
国
」

ま
で
i
」
(
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
田
二
年
八
月
)

(
2
)

太
田
三
郎
「
川
端
康
成
「
水
晶
幻
想
」
論
」
(
「
学
苑
」
昭
和
四
七
年
八
月
)

(
3
)

曾
根
博
義
「
新
心
理
主
義
研
究
序
説
(
ニ

l
(
五
)
」
(
「
評
言
と
構
想
」
昭

和
五
四
年
六
月

1
昭
和
五
六
年
六
月
)
参
照
。
こ
の
定
義
は
、
「
文
学
史
的
観
点
」

に
よ
る
も
の
で
、
〈
新
心
理
主
義
〉
と
い
う
用
語
は
、
昭
和
五
年
七
月
、
「
新
科
学
的

文
芸
」
の
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
「
新
科
学
的
ト
ピ
ッ
ク
」
中
の
言
及
が
初
出
と
さ



れ
て
い
る
。
(
千
葉
宣
一

お
う
ふ
う
)
参
照
)

(
4
)

平
山
城
児
「
「
水
晶
幻
想
」
前
後

i
昭
和
初
年
代
の
日
本
に
お
け
る
ジ
ョ
イ
ス
、

フ
ロ
イ
ト
の
受
容
の
実
際
に
つ
い
て
の
一
考
察
i
」
(
「
英
米
文
学
』
昭
和
田
六
年
三

月
)

(
5
)

岩
田
光
子
「
「
水
晶
幻
想
」
」
(
吋
川
端
文
学
の
諸
相
i
近
代
の
幽
霊
i
」
昭
和

五
八
年
一

O
月
、
桜
楓
社
)

(
6
)

仁
平
政
人
「
方
法
と
し
て
の
〈
心
理
〉

i
川
端
康
成
に
お
け
る
「
新
心
理
主
義
」

を
め
ぐ
っ
て
i
」
(
「
比
較
文
学
』
平
成
一
九
年
三
月
)

(7)
川
端
が
「
或
る
詩
風
」
(
「
文
芸
春
秋
』
昭
和
四
年
十
月
)
執
筆
の
際
に
参
考
し
た

と
見
ら
れ
る
中
村
古
峡
の
「
変
態
性
格
者
雑
考
』
(
昭
和
三
年
七
月
、
文
芸
資
料
科

研
究
会
)
に
、
「
強
迫
観
念
の
種
々
」
と
題
し
、
「
不
潔
恐
怖
症
」
、
「
突
端
恐
怖
症
」

な
ど
の
恐
怖
症
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
接
触
恐
怖
症
」
と
い
う
名
称
は
な

い
が
、
「
強
迫
観
念
あ
る
人
は
他
人
が
自
分
の
身
体
に
触
れ
る
こ
と
を
非
常
に
忌
み

嫌
ふ
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
恐
怖
症
の
出
典
を
特
定
す
る
こ
と

よ
り
も
、
こ
の
時
期
、
精
神
分
析
学
と
共
に
、
異
常
心
理
に
関
す
る
知
識
が
一
般
に

広
く
流
布
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
8
)

板
垣
騰
穏
「
文
学
と
機
械
文
明
」
(
「
新
潮
』
昭
和
五
年
六
月
)

(
9
)

平
林
初
之
輔
「
文
学
及
び
芸
術
の
技
術
的
革
命
」
(
「
新
潮
」
昭
和
三
年
一
月
)

(
叩
)
高
橋
徹
「
都
市
化
と
機
械
文
明
」
(
小
間
切
秀
雄
編
吋
近
代
日
本
思
想
史
講
塵
W

自
我
と
環
境
』
昭
和
三
五
年
二
月
、
筑
摩
書
房
)

(
日
)
周
知
の
よ
う
に
、
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
、
未
来
派
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
、
ダ
ダ

の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、
〈
意
識
の
流
れ
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
、
前
衛

芸
術
に
お
け
る
重
要
な
理
論
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
『
新
潮
」
誌

上
に
は
、
映
画
が
機
械
に
よ
る
再
現
で
あ
る
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
在
尽
き
れ
、
「
機
械

主
義
」
の
中
に
収
蝕
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
泣
)
「
モ
ダ
1
ニ
ズ
ム
文
学
及
び
生
活
の
批
判
」
(
第
七
八
田
新
潮
合
評
会
、
「
新
潮
』

昭
和
五
年
二
月
)

(
日
)
「
リ
ズ
ム
」
と
「
テ
ン
ポ
」
は
、
変
化
の
速
度
を
増
し
て
い
く
時
代
の
リ
ズ
ム

「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
比
較
文
学
的
研
究
」
(
平
成
一

O
年
五
月
、

に
即
し
て
芸
術
に
お
い
て
も
「
高
速
度
性
」
が
反
映
さ
れ
る
と
す
る
論
で
、
昭
和
三

年
三
月
吋
新
潮
」
特
集
「
高
速
度
時
代

i
文
芸
・
映
画
・
美
術
・
音
楽
j
」
に
詳
し
い
。

(
M
)

大
槻
憲
二
「
樟
神
分
析
せ
ら
れ
た
名
作

i
第
三
革
命
文
芸
観

i
」
(
「
新
潮
」
昭

和
四
年
一
一
月
)

(
日
)
長
田
秀
雄
「
無
意
識
心
理
論
」
(
「
新
潮
い
昭
和
四
年
一

O
月
)

(
日
)
前
掲

(
口
)
渥
美
孝
子
「
川
端
康
成
「
水
品
幻
想
」
論
」
(
「
東
北
学
院
大
学
論
集
」
昭
和

六
三
年
三
月
)

(
国
)
ロ
パ

i
ト
・
ハ
ン
フ
リ
i

「
現
代
の
小
説
と
意
識
の
流
れ
』
(
石
田
幸
太
郎
訳
、

昭
和
四
五
年
六
月
)

(
山
)
堀
口
大
学
「
小
説
の
新
形
式
と
し
て
の
「
内
心
独
自
」
」
(
『
新
潮
』
大
正
一
四

年
八
月
)

(
お
)
土
居
光
知
「
ヂ
ヨ
イ
ス
の
ユ
リ
シ
イ
ズ
」
(
「
改
正
と
昭
和
四
年
二
月
)

(
幻
)
昭
和
初
期
の
フ
ロ
イ
ト
受
容
と
ジ
ョ
イ
ス
の
「
ユ
リ
シ

i
ズ
」
翻
訳
状
況
に
関

し
て
は
、
主
に
、
鏡
味
国
彦
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
と
日
本
の
文
壇
i
昭
和
初

期
と
中
心
と
し
て
i
」
(
昭
和
五
八
年
五
月
、
文
化
書
房
位
博
文
社
)
、
和
田
桂
子
「
フ

ロ
イ
ト
、
ジ
ョ
イ
ス
の
移
入
と
伊
藤
整
」
(
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
平
成
七
年
一
一

月
)
、
川
口
喬
一
『
昭
和
初
年
の
「
ユ
リ
シ

i
ズ
」
い
(
平
成
一
七
年
六
月
、
み
す
ず
書
房
)

を
参
考
に
し
た
。

(
泣
)
伊
藤
整
「
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
メ
ト
オ
ド
「
意
識
の
流
れ
」
に
就
い
て
」

(
「
詩
・
現
実
]
昭
和
五
年
六
月
)

(
お
)
伊
藤
整
「
新
興
芸
術
派
と
新
心
理
主
義
文
学
」
(
「
近
代
文
学
』
昭
和
二
五
年
八
月
)

(
但
)
補
足
し
て
お
く
と
、
川
端
に
と
っ
て
(
)
の
中
に
意
識
の
内
容
を
叙
述
す
る

方
法
は
、
「
針
と
硝
子
と
謡
」
や
「
水
晶
幻
想
」
以
後
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

川
端
が
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
(
「
文
芸
時
代
」
大
正
一
間
年
一
月
)
に
お
い

て
す
で
に
、
「
心
に
浮
か
ん
で
来
る
の
を
、
片
っ
端
か
ら
、
出
来
る
だ
け
早
く
、

何
の
秩
序
も
な
し
に
」
捉
え
る
方
法
と
し
て
「
自
由
連
想
法
」
を
言
及
し
て
い
る
こ
と
、

な
お
、
後
の
作
品
に
お
い
て
も
〈
意
識
の
流
れ
〉
や
〈
連
想
〉
の
方
法
が
使
わ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
先
行
論
に
お
い
て
多
数
の
指
摘
が
あ
る
。
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(
お
)
春
山
行
夫
「
「
意
識
の
流
れ
」
と
小
説
の
構
成
」
」
(
「
新
抑
制
」
昭
和
六
年
八
月
)

(
お
)
辻
野
久
議
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
二
主
潮
i
外
在
的
現
実
か
内
在
的
現
実
か

i
」
(
「
詩
・
現
実
』
昭
和
五
年
六
月
)

(
幻
)
原
一
郎
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
は
何
か
l
リ
ア
リ
ス
ト
及
び
ス
ユ
ル
・
レ
ア
リ
ス

ト
に
!
」
(
吋
詩
と
詩
論
」
昭
和
五
年
九
月
)

(
お
)
滝
口
修
造
「
超
現
実
主
義
の
可
能
性
と
不
可
能
性
」
(
「
新
潮
』
昭
和
七
年
二
月
)

〈
付
記
〉
川
端
康
成
「
或
る
詩
風
」
本
文
は
初
出
に
拠
っ
た
。
他
の
引
用
文
献
と
一
同
様

に
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
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