
「
自
覚
」

と
「
不
快
」

|
埴
谷
雄
高
の
創
作
に
お
け
る
西
国
幾
多
郎
の
影
響
l

序埴
谷
雄
高
は
日
本
の
戦
後
す
ぐ
に
活
躍
し
た
い
わ
ゆ
る
「
第
一
次
戦
後
派
」

の
作
家
で
あ
る
。
そ
の
代
表
作
で
あ
る
長
編
小
説
『
死
霊
』
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
。
『
死
霊
』
は
一
九
四
六
年
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
近
代
文
学
』
の
創
刊
号

か
ら
一
九
四
九
年

一
月
の
三
七
口
す
ま
で
に
一
章
か
ら
四
章
ま
で
が
連
載
さ

れ
、
そ
の
後
断
絶
を
経
て
、

一
九
七
五
年
の
『
群
像
』
か
ら
連
載
を
再
開
し
て

いる。こ
の
『
死
霊
』
と
い
う
長
編
小
説
は
西
洋
思
想
か
ら
の
影
響
や
共
産
党
経
験

な
ど
複
雑
な
要
素
を
合
わ
せ
持
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
は
カ
ン

ト
や
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
、
シ
ユ
テ
イ
ル
ナ
ー
な
ど
の
西
洋
の
思
想
家
、
他
の

同
時
代
の
戦
後
派
作
家
と
の
比
較
や
影
響
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
が
主
に
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
こ
と
、
作
家
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
埴
谷
は
日
本
の
思
相
事
〈
の
文
脈
か
ら
は
や
や
切
り
離
さ
れ
て

い
る
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
埴
谷
を
日
本
思
想
史
の
中
に
位
置

よ』
-， 

早

「不快J 埴谷雄高の創作における西田幾多郎の影響

泉

織

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
『
死
霊
』
を
中
心

と
し
た
埴
谷
雄
高
の
思
想
と
西
田
幾
多
郎
の
哲
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
追
っ

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

西
田
幾
多
郎
と
埴
谷
雄
官
同
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で

は
な
い
。
た
と
え
ば
、
埴
谷
雄
高
全
集
の
年
譜
で
、
白
川
正
芳
は
「
西
国
哲
学

が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
」
と
西
国
の
思
想
が
埴
谷
の
「
不
可
能
性
の
文
学
」
を
目

指
す
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

ω。
ま
た
、
ご
く
短
い
言
及
で
は

あ
る
が
、
鶴
見
俊
輔
は
埴
谷
の
思
想
に
つ
い
て
、
「
多
く
の
所
で
、
西
国
幾
多

郎
の
思
想
に
似
て
い
る
」
と
し
、
双
方
と
も
「
思
想
以
前
」
の
部
分
へ
踏
み
込

ん
で
い
っ
た
思
想
家
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
鶴
見
は
、
埴
谷
は
自
身
が
手
に
し

た
「
思
想
以
前
の
場
所
」
を
何
が
起
こ
っ
て
も
決
し
て
手
放
す
こ
と
が
な
か
っ

た
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

と

埴
谷
の
と
ら
え
た
も
の
は
、
西
国
幾
多
郎
の
と
ら
え
た
絶
対
無
に
ち

「自覚j

か
い
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
に
は
埴
谷
雄
両
は
西
田
幾
多
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郎
と
双
生
児
の
よ
う
に
見
え
る
。

ω

埴
谷
が
西
国
幾
多
郎
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。

大
岡
昇
平
と
の
対
談
で
は
『
善
の
研
究
』
よ
り
も
先
に
『
自
覚
に
お
け
る
直
観

と
反
省
』
を
読
ん
だ
と
述
べ
て
お
り

ω、
立
花
隆
と
の
対
談
で
は
西
田
の
「
絶

対
矛
盾
的
自
己
同
ご
を
日
本
人
の
思
想
で
あ
る
と
し
、
日
本
人
に
は
西
田
を

す
ぐ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
語
っ
て
い
る

ω。
し
か
し
こ
う
し
た
埴
谷
に

よ
る
西
田
へ
の
言
及
は
、
他
の
西
洋
の
思
想
家
へ
の
言
及
に
比
べ
れ
ば
決
し
て

多
く
は
な
い
。
そ
の
数
少
な
い
言
及
の
中
で
も
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
ほ
ど

多
く
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
一
九
四
八
年
三
月
の
『
綜
合
文
化
』
に
載
せ
た
「
即

席
演
説
」
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
埴
谷
は
西
田
の
『
自
覚
に
お
け
る
直

観
と
反
省
』
に
直
接
言
及
し
て
い
る
。
『
綜
合
文
化
』
は
一
九
四
五
年
か
ら
四

八
年
に
か
け
て
発
行
さ
れ
た
機
関
誌
で
あ
り
、
「
即
席
演
説
」
は
、
当
時
岡
本

太
郎
と
花
田
清
輝
が
つ
く
っ
た
「
夜
の
会
」
の
会
員
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め

の
演
説
と
い
う
体
裁
を
と
っ
た
文
章
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
埴
谷
雄
高
ら
し
き
「
わ
た
く
し
」
と
く
ね
く
ね
入
道
の
ボ
イ
グ

が
登
場
す
る
。
ボ
イ
グ
は
「
わ
た
く
し
」
が
若
い
頃
に
見
た
イ
プ
セ
ン
の
「
ベ

エ
ル
・
ギ
ユ
ン
ト
」
の
舞
台
に
登
場
し
、
「
お
れ
は
お
れ
だ
・
」
と
つ
ぶ
や
き

つ
や
つ
け
る
影
も
形
も
な
い
存
在
で
あ
る
。
そ
の
ボ
イ
グ
に
「
わ
た
く
し
」
が
惚

れ
込
ん
で
以
来
、
ボ
イ
グ
は
「
わ
た
く
し
」
の
胸
の
中
の
舞
台
に
や
っ
て
き
て

る
「
わ
た
く
し
」
は
灰
色
の
墜
に
備
え
付
け
て
あ
っ
た
宮
本
の
中
に
西
国
幾
多

郎
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
を
見
つ
け
、
読
ん
だ
と
い
う
が
、
こ
の

こ
と
は
埴
谷
が
刑
務
所
で
西
国
の
同
著
を
読
ん
だ
と
い
う
事
実
に
そ
の
ま
ま

即
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
読
書
に
際
し
て
「
わ
た
く
し
」
と
ボ
イ
グ
は
陀

し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ボ
イ
グ
は
「
わ
た
く
し
」
に
「
ど

う
し
て
こ
ん
な
義
経
の
八
般
飛
び
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
?
」
と
問
い

か
け
る
。
「
わ
た
く
し
」
は
が
っ
ち
り
し
た
観
念
が
な
い
こ
の
国
で
は
、
切
れ

つ
ぱ
し
の
観
念
か
ら
観
念
へ
飛
ん
で
み
る
だ
け
で
も
か
な
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
要
す
る
こ
と
、
ボ
イ
グ
が
「
お
れ
は
お
れ
だ
」
と
胸
を
張
っ
て
言
い
切
れ
な

い
の
は
こ
の
国
に
が
っ
ち
り
と
し
た
観
念
が
な
い
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
。
「
わ
た
く
し
」
に
よ
れ
ば
、
西
国
は
「
哀
れ
な
精
神
力
を
は
り
つ
め
て
、

生

ハ
ッ
タ
リ
を
つ
づ
け
た
犠
牲
者
」
な
の
で
あ
る
。

ボ
イ
グ
|
|
1
そ
し
て
、
こ
の
ひ
と
の
は
、
意
識
せ
ざ
る
、
善
良
な
ハ
ツ

タ
リ
ノ
な
の
で
す
ね
。

わ
た
く
し

l
lそ
う
、
真
面
目
だ
。

ボ
イ
グ

1
1ど
う
も
淋
し
過
ぎ
る
な
あ
。

わ
た
く
l
γ
|そ
う
、
淋
し
渇
き
る
。

ボ
イ
グ

|
lえ
え
い
、
ど
う
で
す
?
こ
こ
で
ひ
と
つ
、
意
識
せ
る
、
非
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善
良
な
ハ
ツ
タ
リ
を
こ
の
わ
た
し
達
が
お
っ
ぱ
じ
め
て
み

た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
つ
伍

こ
こ
で
ボ
イ
グ
と
「
わ
た
く
し
」
の
会
話
を
通
し
て
、
埴
谷
は
意
図
的
に
「
ハ

ツ
タ
リ
」
を
は
じ
め
た
こ
と
を
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
「
ハ
ツ
タ
リ
」
と
は
、

相
手
を
脅
か
す
た
め
に
実
際
よ
り
も
物
事
を
大
げ
さ
に
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
こ
の
「
ハ
ッ
タ
リ
」
と
い
う
語
は
、
言
語
の
問
題
と
関
係
が
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ボ
イ
グ
の
信
念
と
は
「
言
語
表
現
は
、
宰
古
出
現
、
人

類
発
生
以
来
は
じ
め
て
嘘
八
百
を
可
能
な
ら
し
め
た
表
現
形
式
」
で
あ
る
か
ら

だ
。
つ
ま
り
、
言
語
表
現
は
「
何
で
も
言
え
て
し
ま
う
」
も
の
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
、
ボ
イ
グ
の
自
由
の
問
題
と
つ
ら
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
ハ
ッ
タ
リ
」
、
す
な
わ
ち
言
語
表
現
の
問
題
と
、
西
国
と
埴
谷
の
双

方
が
問
題
と
し
た
自
問
律
に
つ
い
て
を
本
稿
で
は
主
に
取
り
扱
っ
て
い
く
。

一、

「
自
覚
」
と
「
不
快
」
の
動
性

冒
頭
に
も
述
べ
た
「
即
席
演
説
」
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
て
い
た
の
は
西
国

の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
と
い
う
著
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
少
し
そ
の

内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
酋
回
は
序
に
自
覚
的
体
系
の
形
式
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
実
在
を
考
え

る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
価
値
と
存
在
、
且
RV
味
と
事
実
の
結
合
を
説
明
し
よ
う

と
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
は
こ
の
著
作
の
中
で
主
観
と
客
観
は
相
対
的

な
区
別
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
私
の
認
識
か
ら
独
立
し
た
存
在
を
否
定
し
よ
う
と

「不快j一埴谷雄高の創作における西国幾多郎の影響一

す
る
の
で
あ
る
。

題
に
あ
る
「
自
覚
」
と
「
直
観
」
と
「
反
省
」
に
つ
い
て
は
、
序
論
の
冒
頭

に
て
説
明
が
な
さ
れ
る
。
西
国
は
「
直
観
」
を
「
主
客
未
分
の
不
断
進
行
の
意

識
」
と
し
、
「
反
省
」
を
「
こ
の
進
行
の
外
に
立
っ
て
遡
っ
て
こ
れ
を
見
た
意

識
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
「
ど
う
し
て
も
直
観
の
現
実
を
離
れ
る

こ
と
の
で
き
な
い
我
々
が
い
か
に
し
て
反
省
が
可
能
か
」
「
反
省
は
直
観
に
い

か
に
結
合
せ
ら
れ
る
か
」
「
反
省
は
直
観
に
対
し
て
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て

い
る
か
」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
間
題
提
起
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

西
国
自
身
は
直
観
と
反
省
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
我
々
の
自
覚
で

あ
る
と
思
う
、
と
続
け
る
。
西
国
は
自
覚
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

自
覚
に
於
て
は
、
自
己
、
が
自
己
の
作
用
を
対
象
と
し
て
、
之
を
反
省

す
る
と
共
に
、
か
く
反
省
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
直
に
自
己
発
展
の
作
用

と

で
あ
る
、
か
く
し
て
無
限
に
進
む
の
で
あ
る
。
反
省
と
い
ふ
こ
と
は
、

f自覚J

自
覚
の
煮
識
に
於
て
は
、
外
よ
り
加
へ
ら
れ
た
偶
然
の
出
来
事
で
は
な

く
、
実
に
意
識
其
者
の
必
然
的
性
質
で
あ
る
の
で
あ
る
。
加
山
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西
国
、
が
い
う
「
自
覚
」
は
「
自
己
の
中
に
自
己
を
写
す
こ
と
」
で
あ
り
、
そ

れ
は
即
ち
「
自
己
を
知
る
こ
主
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
西
国
の
「
自
き
と

い
う
言
葉
を
考
え
る
う
え
で
、
そ
の
「
自
覚
」
が
運
動
的
性
質
を
持
っ
て
お
り
、

無
限
に
自
己
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

自
覚
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
考
へ
ら
れ
て
居
る
よ
う
に
後
の
且
甲
山
識
が

前
の
煮
識
を
其
優
に
写
す
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
、
意
識
内
容
の
内
面

的
発
展
を
い
ふ
の
で
あ
る
、
反
省
が
直
に
発
展
の
過
程
と
な
り
、
知
る

こ
と
が
直
に
事
実
と
な
る
の
が
自
覚
で
あ
る
。

ω

先
に
述
べ
た
反
省
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
反
省
は
、
音
識
が
そ
れ
自
身
に
還

り
ゆ
く
運
動
で
あ
る
と
西
田
は
い
う
。
ま
た
、
あ
る
立
昼
間
容
を
同
一
と
考
え

る
こ
と
は
、
意
識
が
そ
れ
自
身
の
中
に
還
り
行
く
こ
と
だ
と
も
述
べ
て
い
る
。

た
と
え
ば
「
甲
が
甲
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
は
我
々
が
「
甲
」
を
反
省
す
る
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
甲
そ
の
も
の
か
ら
見
た
と
き
、
「
甲
」
と
い
う
者
識
が
己

自
身
の
中
に
還
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
「
一
層
深

き
実
在
た
る
統
一
的
「
甲
」
」
が
己
自
身
を
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
「
統

一
的
「
甲
」
」
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
。
こ
の
場
合
の
「
我
」
の
働
き

は
、
よ
り
大
き
な
統
一
の
働
き
を
意
味
す
る
。
反
省
は
よ
り
大
き
な
統
一
の
直

観
、
大
な
る
生
命
の
発
展
を
者
保
す
る
も
の
で
あ
る
。

18 

西
田
に
よ
れ
ば
き
識
に
と
っ
て
は
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
即
ち
存
在
で
あ
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り
、
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
が
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
我
が
我
を
知
る
」
と

い
う
こ
と
は
「
我
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
我
が
あ
る
」
と
い
う
こ

第 21号

と
は
「
我
が
我
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
我
が
我
を
知
る
」
と
い
う

こ
と
は
「
我
が
我
を
維
持
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
我
が
存
在
す
る
」
こ
と

『求真』

と
な
る
。
西
田
は
「
我
が
我
を
知
ら
ざ
る
我
は
我
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
句
」

と
言
い
、
「
知
る
」
「
存
在
す
る
」
「
維
持
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
発
展
的
な
統

一
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
、
西
田
の
「
自
覚
」
が
動
的
か
つ
発
展
的
性
質
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、
「
自
己
を
知
る
」
働
き
で
あ
る
と
同
時
に
「
自
己
を
維
持
す
る
」
働
き
、

即
ち
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
を
確
認
し
た
。

西
田
の
い
う
こ
の
「
自
覚
」
と
、
埴
谷
の
独
自
の
用
語
で
あ
る
「
自
同
律
の

不
快
」
と
の
類
似
性
を
指
摘
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
。
山
田
稔
は
、
西
田
の
い

う
「
自
覚
」
と
埴
谷
の
い
う
「
自
同
律
」
に
つ
い
て
、
不
断
の
自
己
差
異
化
と

発
展
の
運
動
と
い
う
点
に
お
い
て
き
わ
め
て
類
似
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
埴
谷
に
お
け
る
独
自
の
用
語
、
「
自
向
律
の
不

快
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

「
自
同
律
」
と
は
「
同
一
律
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
自
覚
に
お
け
る
直
観
と

反
省
」
の
中
で
も
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
「
同
一
律
」
は
「

A
は
A
で



あ
る
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
る
基
本
論
理
で
あ
り
、
西
国
は
こ
の
論
理
を
判
断
作
用

の
根
底
と
な
る
一
種
の
論
理
的
当
為
を
言
い
表
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一

方
、
埴
谷
は
特
に
「
私
は
私
で
あ
る
」
こ
と
に
ま
つ
わ
る
「
不
快
」
の
こ
と
を

「
自
同
律
の
不
快
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
語
は
『
死
霊
』
の
中
で
も
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
お
り
、
冒
頭
で
引
用
し
た
「
即
席
演
説
」
の
中
で
も
言
及
さ
れ

て
い
る
。

「
自
問
律
の
不
快
」
は
『
死
霊
』
の
作
中
で
も
さ
ま
ざ
ま
に
描
写
さ
れ
て
い

る
が
、
第
二
章
で
ご
種
論
理
的
な
感
覚

ω」
と
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
示
唆
深
い
。
主
人
公
で
あ
る
三
輪
与
士
山
は
、
「
俺
は
俺
だ
」
と
言
い
切
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
言
い
切
っ
て
し
ま
い
た
い
の
だ
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
言
い

切
る
こ
と
は
「
名
状
し
が
た
い
不
快
」
を
彼
に
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
「
不
快
」
は
主
辞
と
賓
辞
の
あ
い
だ
に
跨
ぎ
越
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど

の
深
淵
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
描
写
さ
れ
る
。

「
自
問
律
の
不
快
」
は
そ
も
そ
も
埴
谷
が
少
年
時
代
か
ら
持
ち
合
わ
せ
て
い

た
成
法
見
で
あ
り
、
そ
の
論
理
的
な
意
味
の
付
与
も
後
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
に
す

ぎ
な
い
た
め
、
様
々
に
解
釈
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
「
論
理
的
な
成
い
覚
」
と

し
て
の
「
自
問
律
の
不
快
」
を
考
え
る
場
合
は
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
弁
一
社

論
」
の
部
分
と
関
連
さ
せ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
こ
で
は
埴
谷
が
カ
ン

ト
か
ら
受
け
た
影
響
や
詳
細
な
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
簡
単
に
述
べ
て

し
ま
う
と
、
「
思
惟
す
る
私
」
と
「
存
在
す
る
私
」
の
羊
離
が
克
服
さ
れ
て
い

な
い
問
題
と
し
て
埴
谷
に
提
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
三
輪
与
士
山
と
同
じ
「
不
快
」
に
よ
っ
て
言
葉
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
が
「
即
席
演
説
」
に
お
け
る
く
ね
く
ね
入
せ
坦
ボ
イ
グ
で
あ
る
。
「
わ
た
く
し
」

「不快J 埴谷雄高の倉Ij作における西日幾多郎の影響一

と
一
体
化
し
た
の
ち
の
ボ
イ
グ
は
、
当
初
の
舞
台
で
咳
い
て
い
た
よ
う
に
「
お

れ
は
お
れ
だ
・
」
と
叫
び
た
い
の
で
あ
る
が
、
「
異
常
論
理
病
」
に
よ
っ
て
そ

れ
を
叫
、
ひ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
異
常
論
理
病
」
と
は
、
「
断
定
と
同
一

瞬
間
に
、
そ
の
断
定
と
ま
っ
た
く
同
一
の
力
強
さ
と
妥
当
性
を
も
っ
て
反
対
意

見
が
お
こ
る
と
い
う
奇
病
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
自
同
律
の
不
快
」
と
絡
め
れ

ば
、
「
俺
は
」
と
述
べ
た
際
、
「
俺
、
だ
」
に
対
立
す
る
あ
ら
ゆ
る
賓
辞
が
あ
ら
わ

れ
て
「
俺
だ
」
と
叫
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

ぅ
。
こ
の
こ
と
は
埴
谷
が
ひ
と
つ
の
観
念
を
思
い
つ
く
と
、
す
ぐ
に
反
対
の
観

念
が
思
い
つ
く
た
め
に
「
二
律
背
反
居
士
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
事
実
と
関
連

し
て
い
る
。
果
た
し
て
、
「
俺
は
」
と
い
う
「
俺
」
と
、
「
俺
だ
」
と
い
う
「
俺
」

を
繋
げ
る
こ
と
が
こ
の
「
異
常
論
理
病
」
に
お
い
て
は
苦
痛
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
異
常
論
理
病
」
に
つ
い
て
は
三
節
で
取
り
扱

う
こ
と
と
す
る
。

し
か
し
一
方
で
、
「
向
出
向
律
の
不
快
」
は
充
た
さ
れ
ざ
る
自
己
を
無
限
に
発

と

展
さ
せ
て
ゆ
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
自
伺
律
の
不
快
」

「自覚j

の
こ
の
発
展
性
こ
そ
、
が
西
国
の
「
自
尚
早
の
構
造
と
類
似
し
た
も
の
と
し
て
山

田
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
節
で
は
「
自
背
ん
」
の
構
造
と
、
自
ら
を
発

19 



展
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
「
自
問
律
の
不
快
」
を
比
較
し
て
い
く
。

二
、
「
同
一
性
」
と
「
差
異
性
」

こ
こ
ま
で
で
、
西
田
の
「
自
覚
」
と
埴
谷
の
「
自
同
律
の
不
快
」
が
双
方
と

も
に
発
展
す
る
動
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
西
国
の
「
自

覚
」
の
動
き
は
筒
早
に
い
え
ば
反
省
の
働
き
に
よ
り
、
反
省
す
る
も
の
が
反
省

さ
れ
る
も
の
の
中
に
還
り
ゆ
き
、
更
に
発
展
的
な
自
ら
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
い
う
自
覚
は
「
知
る
」
と
い
う
こ
と
と
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
「
維

持
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
相
即
し
あ
う
事
態
で
あ
る
と
い
う
。

さ
て
、

一
方
の
「
自
問
律
の
不
快
」
が
す
べ
て
の
も
の
の
発
展
の
動
機
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
。
『
死
霊
』
の
中
で
は
、
当

初
気
配
と
さ
れ
て
い
た
も
の
は
事
物
、
が
「
自
ら
が
自
ら
で
あ
る
」
こ
と
の
「
不

快
」
に
耐
え
か
ね
て
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
三
輪
与
士
山
に
は
、
意
識

あ
る
自
ら
だ
け
で
な
く
、
士
事
物
す
べ
て
が
そ
の
「
不
快
」
に
よ
っ
て
自
ら
を
揺

す
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
章
で
は
存
在
の
秘
密

を
語
る
夢
魔
が
「
白
同
律
の
不
快
」
を
、
「
万
象
を
そ
の
万
巻
自
体
た
ら
し
め

ず
ひ
た
す
ら
前
へ
前
へ
と
異
な
っ
た
変
容
へ
向
っ
て
っ
き
動
か
す
そ
の
自
ら

に
内
在
す
る
満
た
さ
れ
ぬ
力
」
「
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
変
化
の
原
動
力
」
と
形
容

す
る

ω。
す
る
と
、
「
自
問
律
の
不
快
」
が
、
そ
の
動
性
に
お
い
て
は
「
自
茸

と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
も
、
夢
魔
の
示
す
と
お
り
ひ
た
す
ら
事
物
の
変
化
を
前

20 

へ
と
進
め
さ
せ
る
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
自
覚
」
の
よ
う
に
自
ら
に
戻
っ
て
く
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る
再
帰
性
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
田
の
「
自

AZ
の
再
帰
性
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。
先
に
も

少
し
触
れ
た
が
、
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
の
中
で
は
、
西
国
は
「
白

第 21号

同
律
」
に
つ
い
て
「
論
理
的
当
為
」
を
含
ん
で
い
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
甲

『求真』

が
甲
で
あ
る
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
「
甲
が
甲
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
西
国
は
「
甲
」
が
「
甲
」
を
知
る
の
で

は
な
く
「
そ
の
根
抵
た
る
当
為
を
意
識
す
る

ω」
の
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

「
甲
は
甲
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
当
為
の
意
識
に
よ
っ

て
甲
は
甲
を
意
識
し
、
そ
の
音
識
の
働
き
に
よ
っ
て
自
ら
を
定
立
し
て
い
く
こ

と
と
な
る
。

西
国
は
自
ら
が
自
ら
の
同
一
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
覚
が
「
我
の
本
質
」

で
あ
り
、
「
我
は
我
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
展
す
る

ω」
の
だ
と
い
う
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
自
覚
」
が
起
こ
っ
て
「
我
」
の
発
展
が
あ
る
背
景
に
は
、

「
我
」
と
「
我
な
ら
ざ
る
も
の
」
を
包
括
す
る
統
一
が
あ
る
。

例
へ
ば
、
論
理
的
意
識
の
発
展
に
つ
い
て
考
へ
て
見
る
と
、
「
甲
」
の

自
己
同
一
と
い
ふ
こ
と
は
一
方
か
ら
見
れ
ば
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
、
「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
「
甲
」
を
「
非
甲
」



か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
裏
面
に
は
「
非
甲
」
を
「
甲
」

か
ら
区
別
す
る
働
き
を
含
ん
で
居
る
、
即
ち
「
非
甲
」
の
措
定
と
み
る

こ
と
も
出
来
る
、
斯
く
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
こ
の
二
者
の
根
抵
に
更
に

統
一
的
問
一
者
が
あ
っ
て
、
こ
の
二
者
は
そ
の
分
化
と
見
倣
す
こ
と
が

で
き
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
居
る
、
而
し
て
斯
く
分
化
発
展
す
る

の
は
外
か
ら
そ
の
力
を
得
来
る
の
で
は
な
い
、
同
一
者
が
自
己
の
中
に

自
己
を
写
す
の
で
あ
る
。
出

西
国
は
こ
こ
で
「
甲
」
「
非
甲
」
の
双
方
を
包
ん
だ
あ
る
同
一
の
も
の
か
ら
、

当
為
の
意
識
に
よ
っ
て
「
甲
」
、
が
分
化
し
て
く
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
「
甲
」
を
反
省
す
る
と
き
、
意
識
は
よ
り
深
い
「
統
一
的
甲
」
を
直
観

す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
「
自
ら
」

へ
一
決
る
と
い
う
「
再
帰
性
」
は
、

あ
る
を
採
で
は
主
語
の
「
甲
」
と
全
く
同
一
と
い
う
こ
と
と
は
少
し
異
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
反
省
の
運
動
に
つ
い
て
、
向
一
性
と
差
異
性
の

双
方
を
含
ん
で
い
る
と
し
て
石
神
豊
は
「
申
は
」
の
「
申
」
を
「
甲
l
h
「
申

で
あ
る
」
の
「
甲
」
を
「
甲
2
」
と
し
た
う
え
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
「
甲
1
」
と
「
甲
2
」
が
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
だ
と
す
る
と

反
省
自
体
が
成
り
立
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
反
省
の
運
動
は
、
「
申
l
」
と

「申
2
」
が
府
県
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
問

者
、
が
ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
反
省
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
「
甲
1
」
と
「
甲
2
」
が
ま
っ
た
く
異
な
る
と
し
て
も
反
省
は

成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
反
省
と
は
、
自
己
へ
の
反
省
で
あ
り
、
他
者

「不快j 埴谷雄高の創作における西田幾多郎の影響

へ
の
反
省
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
と
い
う
こ
と
で
は
同
一
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
同
一
性
と
差
異
性
が
一
つ
に
な
っ
て

い
る
の
が
反
省
(
の
運
動
)
で
あ
る
。
凶

こ
の
よ
う
に
自
ら
か
ら
発
し
て
自
ら
に
帰
り
つ
つ
も
自
ら
で
は
な
い
発
展

と
な
る
あ
り
か
た
を
山
田
は
「
自
問
律
の
不
快
」
と
重
ね
て
指
摘
し
て
い
る
の

で
あ
る
回
。
『
死
霊
』
の
中
で
は
、
「
不
快
」
は
三
輪
与
士
山
を
支
え
る
原
理
で
あ

り
つ
づ
け
、
彼
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

《
他
の
領
域
に
於
け
る
原
理
が
何
で
あ
れ
、
自
身
を
自
身
と
云
い
切

っ
て
し
ま
い
た
い
思
惟
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
原
理
に
-
誤
り
は
な
い
。

お
お
、
私
は
私
で
あ
る
、
と
い
う
表
白
は
、
如
何
に
怖
ろ
し
く
昂
吉
小
わ

し
い
不
快
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
1

こ
の
私
と
そ
の
私
の
聞

に
開
い
た
深
淵
は
、
如
何
に
目
肱
む
よ
う
な
深
さ
と
拡
が
り
を
持
っ
て

と

い
る
こ
と
だ
ろ
う
!
そ
の
裂
回
を
跨
ぎ
、
跳
躍
す
る
力
は
、
宇
宙
を
動

か
す
横
粁
を
手
に
取
る
ほ
ど
の
力
を
要
す
る
の
だ
。
》
凶

「自覚」21 



『
死
霊
』
の
こ
の
部
分
は
、
「
即
席
演
説
」
で
、
ボ
イ
グ
と
わ
た
く
し
が
切

れ
っ
ぱ
し
の
観
念
か
ら
観
念
へ
と
飛
ん
で
み
せ
る
だ
け
で
も
力
が
要
る
、
と
話

し
て
い
た
と
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
そ
の
後
、
三
輪
与
志
は
、
そ
の
「
私
」
と

「
私
」
と
の
あ
い
だ
に
足
を
か
け
、
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
っ
た
事
物
の
悲
痛
な

時
き
を
聞
く
。
そ
し
て
、
そ
の
「
不
快
」
こ
そ
が
、
三
主
白
を
動
か
す
最
も
単

純
な
秘
密
な
力
」
で
あ
る
と
感
じ
る
。
そ
の
夜
が
三
輪
与
士
山
に
と
っ
て
「
不
可

能
な
も
の
」
へ
向
か
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
す
夜
と
な
っ
た
の
だ
が
、
庭
を
眺
め

下
ろ
し
て
い
る
与
志
は
「
鉱
山
限
の
寂
審
感
」
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
「
果
て
も
な
い
、
佐
し
い
、
引
き
込
ま
れ
る
よ
互
な
感
覚
」
で
あ
り
、
「
無

限
の
遁
走
」
に
の
み
彼
の
自
由
が
あ
る
か
の
よ
う
な
「
寂
し
さ
」
で
あ
る
と
い

ぅ
。
こ
の
「
寂
家
感
」
は
西
国
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
を
読
ん
だ

ボ
イ
グ
と
「
わ
た
く
し
」
が
感
じ
た
「
伶
し
さ
」
や
、
「
淋
し
す
ぎ
る
」
と
い

っ
た
感
想
と
重
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
船
か
ら
船
へ
と
飛
び
移

り
、
つ
い
に
は
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
義
経
の
伝
説
を
あ
ら
わ
す

「
義
経
の
八
般
飛
び
」
と
い
う
単
語
も
、
西
国
が
全
力
を
尽
く
し
て
無
理
に
「
私

は
」
と
「
私
で
あ
る
」
を
繋
ご
う
と
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
る

「
不
快
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
が
抽
叩
き
あ
げ
る
泣
き
声
に
つ
い
て
、
第

四
章
で
、
三
輪
与
志
は
泣
い
て
い
る
恒
星
の
話
を
尾
木
恒
子
に
す
る
。
数
億
光

年
先
に
あ
る
そ
の
恒
星
は
自
ら
の
唯
一
の
起
動
力
で
あ
る
不
快
を
味
わ
い
つ

く
す
べ
く
、
泣
い
て
い
る
自
ら
の
中
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。
「
そ
れ
は
、
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何
時
、
泣
き

i

や
む
の
で
し
ょ
う
つ
」
と
尾
木
恒
子
に
尋
ね
ら
れ
た
三
輪
与
志
は

「
自
身
で
な
く
な
っ
た
ふ
う
に
な
れ
ば
・
」
と
答
え
る
の
で
あ
る

ω。
「
不
快
」

2015 

は
「
不
快
」
に
よ
っ
て
自
己
を
自
己
か
ら
噂
杭
さ
せ
つ
つ
も
、
未
だ
に
自
己
の

中
に
と
ど
ま
り
続
け
る
と
い
う
矛
盾
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。

ま
た
、
『
死
霊
』
で
は
「
無
限
の
拡
大
威
ゆ
覚
」
と
「
鉱
山
限
の
縮
小
成
父
島
が

同
一
に
な
っ
て
い
る
描
写
が
あ
る
。
「
わ
れ
」
が
解
体
さ
れ
、
「
わ
れ
な
ら
ざ
る

第 21号

わ
れ
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
も
「
わ
れ
」
で
あ
り
、
果
て
を
呂
指
し
て
ゆ
く
無
限

『求真』

の
運
動
は
西
国
の
い
う
「
反
省
」
の
動
き
と
同
様
、
「
わ
れ
」
の
根
底
へ
と
遼

る
動
き
と
似
て
い
る
と
Z

一
一
口
い
得
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
無
眼
の
拡
大
戚
他
見
は
、
或
い
は
逆
に
こ
ん
な
ふ
う
に
も

い
え
た
。
そ
れ
は
、
彼
自
身
の
無
限
の
縮
小
威
信
克
な
の
で
あ
っ
た
。
同
噺

き
と
忍
び
笑
い
と
ざ
わ
め
き
に
取
り
か
こ
ま
れ
て
、
涯
も
な
く
つ
ら
な

っ
た
白
け
た
道
を
進
ん
で
ゆ
く
彼
は
、

一
つ
の
巨
大
な
、
そ
の
底
部
も

見
透
か
し
が
た
い
漏
斗
の
な
か
へ
降
り
て
ゆ
く
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ

れ
は
見
渡
す
限
り
這
か
な
、
し
か
も
、
次
第
に
そ
の
口
径
を
狭
め
て
ゆ

く
透
明
な
円
錐
に
違
い
な
か
っ
た
。
其
処
へ
入
っ
て
行
く
と
、
次
々
に

眼
を
見
開
く
物
体
の
凝
視
に
射
す
く
め
ら
れ
て
、
彼
自
身
が
無
限
の
縮

小
過
程
を
辿
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
彼
と
と
も
に
移
動
す
る
彼
自
身
の



留
を
次
第
に
狭
め
な
が
ら
、
行
き
つ
く
果
て
は
、
針
の
先
で
突
い
た
よ

う
な
、
漏
斗
の
先
端
、
限
に
も
と
ま
ら
ぬ
よ
う
な
一
点
な
の
で
あ
っ
た
。
hm

こ
の
よ
う
に
埴
谷
に
と
っ
て
主
体
の
「
わ
れ
」
が
消
え
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と

は
螺
旋
状
に
落
ち
込
み
な
が
ら
「
無
担
に
小
さ
く
な
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
あ

ら
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
加
」
の
場
面
が
西
国
哲
学
を
き
議
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
後
年
の
対
談
で
埴
谷
が
「
主
客
未
ハ
E
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
「
針
の

よ
う
な
細
い
鋭
い
自
己
」
と
「
も
の
」
の
気
配
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
読
み
取
れ
る
。

一
見
し
て
矛
盾
し
た
言
説
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
、
が
、
そ
の
よ
う
に
無
限
に
小

さ
く
な
っ
て
、
も
は
や
「
わ
れ
」
と
は
い
え
な
い
「
わ
れ
」
と
な
っ
た
と
き
、

枠
を
こ
え
て
も
の
同
士
は
「
気
配
」
に
よ
っ
て
交
感
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
、

と
埴
谷
は
い
う

ω。
埴
谷
の
い
う
「
気
配
」
は
「
主
辞
」
「
賓
辞
」
に
ま
だ
至

ら
な
い
、
「
自
己
以
前
の
世
界
」
「
主
客
土
木
ハ
♂
の
状
態
に
お
い
て
自
発
し
て
く

る
も
の
で
あ
り
、
「
存
在
」
の
「
不
快
」
を
訴
え
る
言
葉
で
あ
る
。

埴
谷
は
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
ら
の
創
作
方
法
は
「
写
実
的
で
は

な
い
」
と
い
う
。
写
実
的
に
は
書
け
ず
、
物
事
を
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
り
た
く

な
い
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
書
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
埴
谷
は
「
自

同
律
の
不
快
」
を
内
在
さ
せ
る
存
在
と
し
て
事
物
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

三
、
「
言
葉
」
以
前
へ
の
回
帰
と
「
難
解
さ
」

こ
こ
ま
で
で
、
西
国
の
「
自
覚
」
と
埴
谷
の
「
不
快
」
に
は
「
自
ら
を
出
発

し
て
自
ら
に
還
る
」
運
動
性
お
よ
び
発
展
性
が
あ
る
点
、
「
同
一
性
」
と
「
差

異
性
」
を
併
せ
持
つ
と
い
う
点
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
た
。

上
で
、
「
即
席
演
説
」
に
お
い
て
「
わ
た
く
し
」
と
ボ
イ
グ
、
が
西
国
の
著
作
に

抱
い
た
伶
し
さ
や
寂
し
さ
と
近
い
成
山
覚
を
『
死
霊
』
の
な
か
に
も
見
い
だ
し
た
。

さ
て
、
で
は
そ
の
上
で
何
故
「
わ
た
く
し
一
ー
と
ボ
イ
グ
は
「
誉
議
せ
る
、
非

善
良
な
ハ
ツ
タ
リ
」
を
始
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
鶴
見
は
こ
の
「
意

識
せ
る
、
主
善
良
な
ハ
ツ
タ
リ
」
を
そ
の
ま
ま
『
死
霊
』
と
し
て
と
ら
え
て
い

る
。
序
に
も
述
べ
た
が
、
「
ハ
ッ
ク
リ
」
と
は
大
げ
さ
な
言
動
や
、
も
の
ご
と

を
き
是
木
で
実
際
以
上
に
大
き
く
見
せ
か
け
て
相
手
を
脅
か
す
こ
と
で
あ
る
。
鶴

見
は
こ
の
創
作
へ
の
衝
動
を
「
自
我
の
自
由
へ
の
衝
動
」
と
い
い
、
そ
の
自
由

の
内
容
と
し
て
必
然
を
狂
わ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
。

外
部
の
現
実
の
中
に
必
然
性
、
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
う
た
が
わ
し
い

か
ら
別
に
す
る
と
し
て
、
内
部
の
必
然
性
、

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
印
ぷ
勾

を
規
制
し
て
い
る
形
式
論
理
の
ワ
ク
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
?
こ
の
必
然

性
を
も
、
漸
進
的
に
く
り
か
え
し
切
っ
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
く
る
わ

し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
が
人
間
各
個
人
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 そ

び〉
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必
然
に
屈
服
す
る
の
が
、
気
に
く
わ
な
い
。
外
部
の
現
実
を
つ
ら
ぬ
く

必
然
性
は
、
外
部
の
現
実
よ
り
も
さ
ら
に
ひ
ろ
い
ワ
ク
で
の
可
能
性
の

領
域
を
つ
ね
に
思
っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
ら
可
能
性
の
く
み
あ
わ
せ

を
と
お
し
て
現
実
に
あ
る
こ
と
以
外
の
事
件
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
離
脱
で
き
る
。
だ
が
、
も
う
一
つ
、
内
部
の
必
然
性
(
論
理
的
必
然

性
)
は
つ
し
か
し
こ
れ
も
言
語
の
ル

i
ル
そ
の
も
の
を
う
た
が
い
、
う

ち
こ
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
刻
々
、
ル
ー
ル
を
う
ち
こ
わ
す
ご
と
に
一

時
ず
つ
、
離
脱
の
身
ぶ
り
を
一
示
す
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
を
埴
谷
は

「
賓
辞
の
暴
力
的
な
使
用
法
」
と
呼
ん
だ
。
凶

こ
の
「
必
然
性
」
が
、
形
式
論
理
の
「
当
為
」
に
相
当
す
る
と
考
え
る
と
、

「
私
は
私
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
を
言
葉
に
よ
っ
て
h?ち
こ
わ
し
て
い
く
こ
と
が
埴
谷
に
と
っ
て
の
「
自
由
」

で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
埴
谷
は
「
自
由
と
は
認
識
せ
ら
れ
た
る
必
然
」
と
考
え

て
い
た
当
時
の
こ
と
を
振
り
返
り
、
こ
れ
を
「
正
常
論
理
」
と
し
た
。
こ
の
こ

と
は
共
産
党
活
動
や
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
と
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
の
点
は
今
は
措
い
て
お
く
。

そ
れ
に
対
す
る
「
具
常
論
理
病
」
は
「
わ
た
く
し
」
や
ボ
イ
グ
か
ら
言
葉
を

奪
っ
て
し
ま
っ
た
病
気
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
「
異
常
論
理
病
」
と
は
、

「
断
定
と
同
一
瞬
間
に
、
そ
の
断
定
と
ま
っ
た
く
同
一
の
力
強
さ
と
妥
当
性
を

も
っ
て
、
反
対
意
見
が
お
こ
る
と
い
う
奇
病
」
で
あ
る
。
そ
の
病
を
押
し
切
っ
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て
ボ
イ
グ
が
叫
び
あ
げ
た
も
の
は
訳
の
わ
か
ら
な
い
不
協
和
音
に
過
ぎ
な
か

っ
た
、
と
「
わ
た
く
し
」
は
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
「
異
常
論
理
病
」

2015 

か
ら
無
理
矢
理
に
飛
躍
し
た
「
賓
辞
の
乱
用
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
ボ
イ

グ
の
な
か
に
は
「
凄
ま
じ
い
嵐
を
自
ら
自
身
と
す
る
哀
れ
な
覚
悟
」
が
で
き
あ

第 21号

が
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
ボ
イ
グ
は
あ
ち
ら
側
と
こ
ち
ら
側
、
つ
ま
り
主

『求真』

語
と
述
語
の
間
で
無
限
に
伸
び
る
ゴ
ム
の
如
き
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

一
見
し
て
埴
谷
の
「
賓
辞
の
乱
用
」
は
西
田
の
い
う
「
当
為
の
者
識
」
に
反

す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
西
国
の
文
体
に
も
共
通
し
た
要
素
が
見
い

だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
安
良
岡
康
作
は
西
田
の
言
語
的
表
現
に
着
目
し
、
そ
の

文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
つ
の
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
と
と
も
に
、
必
ず
、
そ
れ
以
外
の
考

え
方
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
と
対
決
し
、
そ
れ
を
批
判
し
、
そ
し
て
、
自

己
の
考
え
方
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
著

者
の
思
索
の
立
場
が
、
自
己
自
身
で
考
え
る
こ
と
に
徹
し
て
行
っ
た
結

果
と
し
て
、
そ
の
自
己
が
い
つ
の
ま
に
か
他
己
(
読
者
の
立
場
)
を
も

包
摂
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
自
己
の
思

索
が
他
己
の
そ
れ
を
も
含
み
な
が
ら
発
展
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
異
常
に



高
め
ら
れ
た
自
己
客
観
の
境
地
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う。

ω

自
己
と
対
立
す
る
非
自
己
を
常
に
想
定
し
、
そ
れ
を
包
摂
し
て
新
た
な
自
己

を
確
立
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
発
展
を
も
っ
西
国
の
文
体
の
特
徴
は
、

「
わ
た
く
し
」
と
「
ボ
イ
グ
」
の
「
具
常
論
理
柄
」
と
そ
の
出
発
点
を
同
じ
く

し
て
い
る
。

「
自
同
律
の
不
快
」
の
論
理
化
に
つ
い
て
埴
谷
は
多
く
を
カ
ン
ト
に
関
連
づ

け
て
語
っ
て
お
り
、
西
国
へ
の
言
及
は
カ
ン
ト
や
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
、
シ
ユ

テ
イ
ル
ナ
ー
と
い
っ
た
西
洋
思
想
{
系
に
比
べ
れ
ば
き
わ
め
て
少
な
い
。
西
国
と

埴
谷
を
「
双
生
児
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
た
鶴
見
も
、
一
方
で
は
埴
谷
を
「
日

本
の
伝
統
と
は
む
す
び
つ
か
ぬ
ま
ま
に
、
西
洋
お
よ
び
東
洋
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

伝
統
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
凶
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
あ

る
テ
i
ゼ
に
対
立
す
る
別
の
テ
l
ゼ
を
常
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
文
体
の
特

徴
に
お
い
て
も
、
西
田
は
埴
谷
の
先
駆
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

『
死
霊
』
の
文
章
の
断
絶
後
に
お
け
る
「
冗
長
さ
」
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
執
劫
な
繰
り
返
し
が
目
立
ち
、
現
代
作
家
の
島
田
雅
彦
は
『
死
霊
』

の
後
半
部
に
つ
い
て
「
緊
張
感
や
リ
ズ
ム
が
な
い
」
と
し
、
「
厳
し
い
こ
と
を

い
え
ば
、
読
め
る
の
は
印
章
ま
で
匂
」
と
答
え
て
い
る
。
『
死
霊
』
は
筆
者
の

病
に
よ
っ
て
堕
章
と
玉
章
の
関
に
長
い
断
絶
が
あ
る
、
が
、
断
絶
後
の
五
章
で
登

場
す
る
夢
魔
は
「
は
じ
め
の
は
じ
め
」
「
お
わ
り
の
お
わ
り
」
「
思
い
に
患
い
あ

ぐ
ね
、
思
い
に
思
い
の
こ
し
て
つ
い
に
休
ま
ら
ぬ
そ
こ
、
亡
霊
(
主
宙
」
と
い
っ

た
よ
う
な
繰
り
返
し
の
単
語
を
用
い
て
話
す
。
こ
う
し
た
傾
向
は
七
章
去
最

後
の
審
判
》
」
に
は
さ
ら
に
強
く
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
以
下
の

文
章
は
「
名
状
し
が
た
い
も
の
」
に
つ
い
て
刀
工
自
の
回
華
字
主
が
話
る
言
葉

で
あ
る
が
、
そ
の
繰
り
返
し
の
多
さ
は
一
見
し
て
明
白
で
あ
ろ
う
。

お
お
、
亡
者
共
よ
、
そ
れ
が
何
ん
で
あ
れ
、
「
正
」
の
「
砂
(
一
壬
宙
」
の

な
か
の
一
粒
の
砂
と
砂
と
砂
の
重
な
っ
た
乾
い
た
一
塊
り
の
灰
褐
色
の

砂
世
界
で
あ
れ
、
「
負
」
の
遠
い
「
真
空
宇
宙
」
の
な
か
の
呆
で
も
な
い

静
か
な
静
か
な
無
音
、
が
一
長
く
長
く
低
く
低
く
木
霊
す
る
余
韻
を
ひ
き
つ

づ
け
て
い
る
不
思
議
な
矛
盾
に
充
ち
た
空
虚
世
界
で
あ
れ
、
俺
が
あ
と

で
説
明
す
る
「
非
」
の
{
工
凹
の
な
か
の
生
と
死
の
亡
者
な
ど
に
ま
っ
た

く
無
縁
な
無
生
無
亡
者
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
ぬ
超
精
霊
世
界
で
あ
れ
、

も
し
お
前
達
か
、
い
い
か
な
、
全
身
全
霊
精
魂
こ
め
て
凝
視
に
凝
視
を

重
ね
て
さ
ら
に
さ
ら
に
な
お
凝
視
し
つ
づ
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
お

前
達
の
眼
前
に
あ
る
そ
の
も
の
の
薄
暗
い
深
い
底
辺
の
底
辺
の
底
辺
、

全
暗
黒
の
奥
所
の
奥
所
の
奥
一
防
に
、
ぶ
ふ
い
1

「
名
状
し
が
た
い
も
の
」

こ
そ
が
ぼ
ん
や
り
と
し
た
見
え
る
と
も
見
え
ぬ
と
も
な
く
漠
と
し
た
怖
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る
べ
き
と
も
不
思
議
と
も
い
え
る
或
る
か
た
ち
も
な
い
か
た
ち
の
輪
郭

を
も
っ
て
必
ず
浮
き
上
っ
て
く
る
筈
な
の
だ
。
凶

こ
の
繰
り
返
し
表
現
は
決
し
て
す
べ
て
の
文
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
文
体
の
変
化
は
、
後
年
、
埴
谷
が
「
言
語
を
絶

し
た
も
の
一
へ
の
希
求
を
よ
り
強
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
埴

谷
に
と
っ
て
の
「
言
語
を
絶
し
た
も
の
」
は
言
い
表
そ
う
と
す
る
と
逃
げ
ゆ
く

不
断
の
動
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
文
体
に
も
ま
た
そ
れ
を
追
う
た
め
の
動
性
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

西
田
の
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
は
す
べ
て
を
「
純
粋
経
験
」
か
ら

説
明
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
「
言
葉
を
絶
し
た
も
の
」
を
語

ろ
う
と
し
た
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
試
み
を
埴
谷
は
文
学
で
行
お

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
西
日
も
埴
谷
も
そ
の
「
難
解
」
な
文
章
で
知
ら
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
む
し
ろ
、
両
者
の
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
が
ま
さ
に
言
葉

に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
そ
う

い
っ
た
責
保
で
は
、
西
田
も
埴
谷
も
「
不
可
能
性
」
の
記
述
を
自
ら
の
課
題
と

し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

結
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こ
こ
ま
で
で
埴
谷
雄
高
の
「
即
喧
翠
説
」
お
よ
び
『
死
霊
』
か
ら
西
国
哲
学

2015 

と
の
類
似
点
を
追
っ
て
き
た
。
両
者
の
共
通
点
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
で
あ

第 21号

ろ
う
が
、
双
方
と
も
「
私
」
と
「
非
私
」
の
統
一
を
動
的
な
も
の
と
し
て
と
ら

ぇ
、
そ
れ
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『求真』

そ
う
い
っ
た
軍
派
か
ら
本
稿
は
主
に
「
自
覚
」
と
「
白
同
律
の
不
快
」
を
中
心

に
見
て
き
た
。

西
国
の
「
白
、
骨
と
と
埴
谷
の
「
白
同
律
の
不
快
」
は
双
方
と
も
動
性
会
)
持
つ

た
も
の
で
あ
る
。
「
白
覚
」
と
は
自
ら
が
自
ら
を
無
限
に
映
し
て
ゆ
く
働
き
で

あ
る
。
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
白
同
律
に
お
い
て
は
「
私
」
か
ら
出
発
し
、

「
私
」
の
彼
底
に
還
り
つ
つ
更
に
大
き
な
統
一
で
あ
る
「
私
」
を
体
現
す
る
こ

と
と
な
る
。
そ
の
際
、
主
語
の
「
私
」
と
述
語
の
「
私
」
は
異
な
っ
て
い
な
が

ら
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
同
一
性
」
と
「
差
異
性
」
が
問
時
に
成
り

立
つ
の
で
あ
る
。

一
方
、
埴
谷
の
い
う
「
自
同
律
の
不
快
」
は
「
私
は
私
で
あ

る
」
と
い
う
自
同
律
に
ま
つ
わ
る
不
快
で
あ
る
。
こ
の
「
不
快
」
は
主
語
の
「
私
」

と
述
語
の
「
私
」
の
同
一
性
の
証
明
不
可
能
、
即
ち
主
辞
と
賓
辞
の
断
絶
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
自
問
律
の
不
快
」
は
「
私
」
は
「
私
」

と
重
な
る
「
不
快
」
を
感
じ
て
そ
こ
か
ら
噂
臥
す
べ
く
自
ら
を
無
限
に
発
展
さ

せ
て
ゆ
く
力
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
私
」
か
ら
完
全
に
洗
麗



し
て
し
ま
え
ば
、
す
な
わ
ち
「
自
問
律
」
が
成
立
し
な
い
の
な
ら
ば
、
も
は
や

そ
と
に
は
「
不
快
」
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ま
た
「
同
一
性
」

と
「
差
異
性
」
が
存
す
る
。
「
自
覚
」
と
「
不
快
」
は
こ
の
よ
う
に
無
限
に
続

く
運
動
で
あ
る
点
、
内
部
か
ら
告
発
す
る
点
、
そ
し
て
「
間
一
性
」
と
「
差
異

性
」
を
併
せ
も
っ
た
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
共
通
し
て
い
る
。

西
田
と
埴
谷
の
文
体
は
双
方
と
も
「
難
解
」
と
さ
れ
た
。
く
り
返
し
の
多
用

ゃ
、
す
ぐ
に
対
立
す
る
意
見
を
取
り
込
ん
で
ゆ
く
よ
う
な
記
述
の
仕
方
に
お
い

て
も
以
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
体
の
類
似
は
一
両
者
が
求
め
た
も
の
が
記
述
で

き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
不
断
に
自

己
差
異
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
固
定
し
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
れ
を
敬
え
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
な
試
み

な
の
で
あ
る
。

小
林
敏
明
は
「
ゐ
忍
却
や
差
異
を
拒
絶
す
る
実
在
」
と
い
う
言
葉
を
絶
し
た
も

の
の
記
述
こ
そ
が
酋
回
の
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
と
述
べ

て
い
る
倒
。
し
か
し
、

一
方
で
こ
う
し
た
「
無
限
な
る
も
の
」
は
ハ
ぷ
即
化
に
お

い
て
の
み
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
上
回
閑
昭
一
は
指
摘
し
て
い
る
。

「
無
限
な
る
も
の
」
が
有
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
八
一
本
即
に
お
い

て
の
み
(
従
っ
て
ハ
ぷ
却
は
重
大
で
す
)
、
見
え
な
い
仕
方
で
、
現
れ
て
く

る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
ハ
討
さ
れ
尽
さ
な
い
も
の
は
、
ハ
円
節
さ

れ
た
面
で
言
え
ば
所
謂
「
行
間
」
が
そ
の
象
徴
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ

も
、
「
行
間
」
が
空
白
で
あ
る
だ
け
に
ど
こ
ま
で
深
い
か
わ
か
ら
な
い
と

い
い
よ
甲
採
に
お
い
て
で
す
。

ω

「不快」 土産谷雄高の窟Ij作における西国幾多郎の影響一

実
は
そ
れ
と
似
た
発
想
を
後
年
の
埴
谷
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
村
雄

二
郎
、
松
岡
正
剛
と
の
対
談
で
、
埴
谷
は
言
葉
と
言
葉
の
あ
い
だ
に
あ
る
空
間

を
伝
え
た
い
の
だ
と
語
る

ω。
中
村
が
「
語
り
」
は
た

h

え
ず
「
現
実
」
か
ら
離

れ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
埴
谷
は
一
{
子
と
一
字
の
あ
い

だ
に
あ
る
「
断
絶
の
空
間
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
し
た
い
の
だ
と
答
え
る
。

そ
し
て
そ
の
「
一
種
の
渇
望
空
間
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
『
死
霊
』

だ
と
い
う
。

言
葉
と
言
葉
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
す
る
が
た
め
に
、
逆

説
的
に
言
葉
を
使
っ
て
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
田
と
埴
谷
の
双
方
の

「
喜
く
」
と
い
う
「
什
為
の
中
に
は
そ
う
い
っ
た
矛
盾
が
既
に
含
ま
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
両
者
の
文
体
の
独
自
さ
は
そ
う
し
た
矛
盾
と
格
闘
し
た
痕
跡
で
あ
ろ

つ
本
稿
は
主
に
「
自
覚
」
と
「
自
同
律
の
不
快
」
を
主
に
論
じ
た
が
、
埴
谷
雄

と

高
の
作
品
に
お
け
る
西
岡
哲
学
の
受
容
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
見
る
べ
き
点

「自覚」

が
未
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
即
席
演
説
」
に

お
い
て
、
ボ
イ
グ
の
「
ハ
ツ
タ
リ
」
が
生
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
わ
た
く
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し
」
は
「
異
常
論
理
病
」
に
加
え
て
「
わ
が
国
に
於
き
ま
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
現

象
と
等
し
く
、
奇
怪
な
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
も
見
逃
ず
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
凶
」
と
い
う
。
そ
こ
に
は
日
本
お
よ
び
東
洋
の
「
特
殊
事
情
」
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後
に
西
田
の
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
を
読
ん

だ
経
験
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
埴
谷
が
日
本
と
い
う
場
所
、

日
本
思
想
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
西
田
賀
子
を
通
す

こ
と
で
新
た
な
視
座
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
埴
谷
は

賞
主
告
と
文
堂
告
の
違
い
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
の
仮
象
の
論
理
学
か
ら
飛
期
し

て
い
け
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
述
べ
、
「
カ
ン
ト
の
仮
象
の
論
理
学
で
は
、
宇

宙
論
の
二
律
背
反
で
、
ど
う
と
で
も
言
え
る
の
で
す
ね
。
始
め
が
あ
る
と
も
言

え
る
し
、
な
い
と
も
言
え
る
倒
」
と
い
う
。
「
あ
る
」
と
も
言
え
る
し
、
「
な
い
」

と
も
言
え
る
も
の
は
理
性
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
哲
学
者
に
と
っ
て
そ

の
先
を
考
え
る
こ
と
は
越
権
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
ら
な
け
れ
ば
誤

り
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
山
室
告
は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
、
と
埴
谷
は
考
え
た
の

で
あ
っ
た
刷
。
こ
こ
に
「
即
席
演
説
」
で
埴
谷
が
西
国
の
こ
と
を
「
意
識
せ
ざ

る
、
善
良
な
ハ
ツ
タ
リ
」
と
評
し
た
理
由
が
見
て
と
れ
る
。
埴
谷
に
と
っ
て
西

田
は
「
仮
象
の
論
理
学
」
の
そ
の
先
を
求
め
た
先
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
立
場

は
あ
く
ま
で
折
見
主
但
で
あ
り
、
自
ら
意
識
的
に
「
仮
象
の
論
理
学
」
の
先
へ
飛

期
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
自
ら

は
文
営
者
と
し
て
「
音
識
せ
る
、
非
善
良
な
ハ
ッ
タ
リ
」
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
意
識
せ
る
、
非
善
良
な
ハ
ッ
タ
リ
」
は
鶴
田
凡
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
埴
谷
の
文
学
者
と
し
て
の
自
由
の
追
求
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
自
同
律
の
不
快
」
の
ほ
か
に
『
死
霊
』
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の
重
要
な
テ
l
マ
と
し
て
「
虚
体
」
が
あ
る
。
そ
の
「
創
造
的
虚
無
」
の
文
脈

は
埴
谷
が
若
い
頃
に
傾
倒
し
た
シ
ュ
テ
イ
ル
ナ
ー
か
ら
由
来
す
る
と
考
え
ら

第 21号

れ
る
が
、
鶴
見
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
西
国
の
「
絶
対
無
」
と
も
類
似
し
た
も

の
で
あ
る
。
埴
谷
の
創
作
に
お
け
る
西
田
哲
学
の
影
響
は
こ
う
い
っ
た
「
鉱
山
」

の
観
点
か
ら
も
更
に
検
討
さ
れ
て
然
る
べ
き
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

『求真』

※
引
用
に
あ
た
っ
て
一
部
旧
字
か
ら
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
、
本
稿
に
お
け

る
埴
谷
雄
高
の
引
用
は
『
埴
谷
雄
高
全
集
』
(
講
談
社
、

一
)
に
依
る
。
註
で
は
「
全
集
」
と
略
記
し
た
。

一
九
九
八

1
二
O
O

(
い
ま
い
ず
み

筑
波
大
学
大
学
院
)

さ
お
り

+ヱz=ロ

ω
埴
谷
雄
高
全
集
別
巻
『
資
料
差
「
年
譜
」
、
講
談
社
、
二
O
O
一
年
、
三
四
一
弓

ω
鶴
見
俊
輔
著
作
集
二
「
埴
谷
雄
高
」
、
筑
壁
音
貫
一
九
七
五
年
、
四
三
八
一
司

ω
埴
谷
雄
高
全
集
一
六
『
二
つ
の
同
時
代
一
星
、
講
談
社
、
二
O
O
O年
、
四
一
頁
。



ω
埴
谷
雄
高
全
集
一
八
『
生
老
病
死
』
「
生
命
・
{
主
出
・
人
類
」
、
講
談
社
、
二

O
O

一
年
、
パ
七
頁
。

ω
埴
谷
壁
回
向
全
集
一
『
不
合
理
ゆ
え
に
五
口
信
ず
』
「
即
席
演
説
」
、
講
談
社
、

一
Y
U
1
u
l
l

、、

一
+
ノ
サ
ノ
l
ノ

年

一
八
一
〈
〉
一
八
一
一
T

弓

ω
西
田
幾
多
郎
『
西
田
幾
多
郎
全
集
一
一
』
「
車
党
に
お
け
る
直
観
と
反
省
」
、
岩
波
書

底
、
二

O
O四
年
、

~ 

的
西
国
、
前
掲
書
、
五
三
頁
。

ω
西
田
、
前
掲
室
園
、
五
一
頁
。

ω
埴
谷
壁
回
向
全
集
三
『
主
主
「
《
死
の
雲
砂
〉
」
、
豪
政
社
、
一
九
九
六
年
、
一
二
六
頁
。

回
全
集
三
『
死
霊
』
「
《
夢
魔
の
世
界
》
」
、
四
七
七
頁
1
四
七
八
頁
。

ω
西
田
、
前
掲
古
賀
七
八
真
。

ω
西
田
、
前
掲
卦
賀
八
四
頁
ο

ω
西
問
、
前
掲
幸
司
五
凶
頁
1
五
五
一
弓

凶
石
室
亙
『
自
問
律
と
白
星
、
北
樹
出
版
、
二

O
O
一
年
、
八
二
頁
o

u
『
日
本
文
学
誌
要
第
八
五
臼
亘
山
間
稔
「
紙
の
月
/
埴
谷
雄
高
と
西
田
幾
多
郎
2
一、

法
政
大
学
国
文
学
会
、
二

O
一
二
年
、
四
三
頁
。

ω
全
集
一
一
一
『
死
霊
』
「
《
死
の
理
論
)
〉

一
一
一
七
頁
。

帥
全
一
一
集
士
一
勺
死
霊
』
「
霧
の
な
か
で
」
、
三
七
五
頁
ο

ω
全
集
一
二
『
死
一
懇
芭
「
《
死
の
理
払
ゆ
〉
」

~ 

川

w
埴
谷
雄
E

向
全
集
十
一
二
『
文
学
創
造
の
泌
が
庄
司
死
霊
』
に
つ
い
て
」
、
講
談
社
、
二

0
0
0年
、
四
五
六
一
貝
。

凶
鶴
見
、
前
掲
養
八
一
再

ω
下
回
寅
太
郎
編
『
西
田
幾
多
郎

l同
時
代
の
記
録
[
』
安
良
岡
康
作
「
言
語
作
品

「不快j 埴谷雄高の創作における酒田幾多郎の影響一

と
し
て
の
西
国
折
恩
ナ
」
、
岩
波
書
庖
、

一
九
七
一
年
、
九
一
一
r
弓

ω
鶴
見
、
前
掲
書
、
八
六
頁
。

ω
木
村
俊
介
『
奇
抜
の
人
l
埴
谷
雄
丙
の
こ
と
を
訂
人
は
こ
う
語
っ
た
』
「
動
き
」
、

平
凡
社
、

一
九
九
九
年
、

三
石
頁
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
、
『
死
霊
』
の
後
半

部
に
つ
い
て
ど
う
思
コ
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、
島
田
は
「
後
半
は
緊
張
感
や
リ
ズ

ム
が
な
い
。
厳
し
い
こ
と
を
い
え
ば
、
読
め
る
の
は
四
章
ま
で
で
す
」
と
答
え
て
い

る。

凶
全
集
一
二
『
死
一
室
巴
去
最
後
の
審
判
記
」
、
七
四
凶
頁
。

倒
小
林
敏
明
吉
田
幾
多
郎
の
憂
壁
、
岩
波
書
応
、
ニ

O
O三
年
、

制
上
回
関
岡
山
『
経
験
と
白
、
覚
|
西
田
哲
学
の
場
所
を
求
め
て

i
』
、
岩
波
書
居
、

一
六
六
真
。

九

九
七
年
、

一
四
七
頁
。

制
全
集
一
八
「
老
年
の
革
命
と
創
造
」
、

~ 

M
W

全
集
一
、

一八

O
頁。

倒
植
谷
墜
問
問
全
集
一
七
『
隠
さ
れ
た
無
限
』
「
文
学
の
無
限
性
」
、
四
三
=
二
r

馬

と

ω
全
集
一
七
、
四
三
一
一
一

1
四
三
五
z
弓
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