
件
を
与
え
ら
れ
て
、
時
代
の
必
然
的
な
契
機
に
導
か
れ
つ
つ
、
探
究
の
途
を

許
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
対
象
化
さ
れ
た
自
己
と
作
品
と
の
間

の
距
離
が
、
作
品
の
芸
術
と
し
て
の
自
律
的
な
価
値
体
系
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
た
そ
の
向
こ
う
側
に
、
同
様
の
距
離
を
も
っ
て
停
ん
で
い
る
読
者
の
姿
を

呼
び
よ
せ
た
と
き
、
小
説
の
方
法
の
問
題
は
、
よ
り
切
実
な
意
味
合
い
を
も

っ
て
福
永
に
迫
っ
て
き
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
襲
わ
れ
た
世

界
と
の
関
係
の
再
編
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
繁
り
を
断
た
れ
た
他
者
と
の

関
係
の
修
復
あ
る
い
は
関
係
の
変
質
を
意
味
す
る
と
い
う
形
で
。

三
九
四
六
文
学
的
考
察
』
に
お
い
て
福
永
の
文
学
的
抵
抗
は
、
作
品
の

中
に
転
化
さ
れ
作
家
の
「
行
動
」
が
保
証
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
現
実
上
の
確

か
な
根
拠
を
韓
つ
と
い
う
理
由
か
ら
、
実
践
の
確
か
な
手
ご
た
え
を
掴
み
と

っ
て
い
る
が
、
そ
の
先
に
作
家
の
こ
の
よ
う
な
「
行
動
」
そ
の
も
の
を
さ
ら

に
相
対
化
す
る
視
線
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
重
み
を
も
っ
て
自
ら
の
実
践
を

問
い
直
す
ま
で
に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
と
言
え
る
。
し
か
し
幸
か
不
幸
か
、

一
九
四
七
年
の
十
月
か
ら
五
年
半
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
る
入
院
闘
病
生
活
は
、

徹
底
的
な
孤
独
を
福
永
に
強
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
喪
わ
れ
た
世
界
と
の
関

係
、
他
者
と
の
関
係
を
根
横
か
ら
編
み
直
す
作
業
を
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も

関
係
と
は
何
か
を
問
う
作
業
を
、
不
可
避
の
課
題
と
し
て
つ
き
つ
け
た
の
で

あ
る
。
福
永
の
作
品
が
わ
れ
わ
れ
の
心
に
深
く
刻
み
こ
む
何
か
と
は
、
こ
の

時
期
の
福
永
が
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
届
か
な
い
奥
深
い
何
処
か
で
掴
み
と
っ

た
も
の
を
考
え
ず
し
て
は
、
到
底
明
ら
か
に
す
る
こ
と
ば
で
き
ま
い
と
思
わ

れ
る
。
第
二
の
段
階
に
想
定
し
た
こ
の
点
の
探
究
に
つ
い
て
は
、
次
稿
を
期

し
た
い
。

五
六

注
①
　
呈
心
却
の
河
』
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。
作
品
と
し
て
の
出
来

映
え
は
と
も
か
く
、
家
族
の
和
解
を
思
わ
せ
る
結
末
部
に
つ
い
て
、
自
己
否
定

の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
救
済
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

②
　
笠
井
潔
は
こ
の
点
に
関
連
し
て
「
（
愛
の
三
角
形
）
と
い
う
隠
蔽
」
（
『
海
燕
』

一
九
八
六
年
十
月
）
の
中
で
観
念
批
判
の
主
題
と
し
て
福
永
論
を
詳
し
く
展
開

し
て
い
る
。

⑤
　
『
風
土
』
は
、
一
九
五
二
年
七
月
に
省
略
版
が
新
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
後
、

一
九
五
七
年
六
月
に
完
全
版
が
東
京
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
を

も
つ
が
、
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
の
は
、
一
九
五
一
年
の
段
階
で
完
成
し
て
い

た
と
福
永
自
ら
が
言
う
完
全
な
影
で
の
『
風
土
』
で
あ
る
。

④
　
九
篤
の
う
ち
引
用
に
及
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
表
題
と
執
筆
時
期
を
次
に
記
す
。

「
二
つ
の
現
実
」
（
一
九
四
六
年
五
月
）
、
「
作
家
と
行
動
」
（
一
九
四
六
年
十
月
）
、

「
人
間
の
発
見
」
（
一
九
四
七
年
二
月
）
。
引
用
は
全
て
『
福
永
武
彦
全
集
第
十

七
巻
』
（
一
九
八
七
年
八
月
、
新
潮
社
）
に
よ
る
。

⑤
　
注
④
参
照
。

⑥
　
注
④
参
照
。

⑦
　
注
④
参
照
。

（
か
わ
し
ま
・
あ
き
ら
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

n
H

壬
生

子

『
忘
　
却
　
の
　
河
』
　
論

－
　
自
己
再
生
へ
　
の
試
み
　
－

福
永
武
彦
に
と
っ
て
『
忘
却
の
河
』
は
、
『
風
土
』
『
草
の
花
』
に
続
く
完

成
し
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
『
草
の
花
』
刊
行
以
来
九
年
間
と
い
う

決
し
て
短
く
は
な
い
期
間
を
経
て
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
福
永

の
な
み
な
み
な
ら
ぬ
決
意
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
『
忘
却
の
河
』

は
時
代
の
よ
り
本
質
的
な
把
握
を
下
敷
き
と
し
て
、
藤
代
家
と
い
う
戦
後
の

一
家
庭
を
主
な
舞
台
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
作
品
構
成
、
形
式
と
内
容
の

一
体
感
は
福
永
作
品
の
な
か
で
大
き
な
転
回
を
し
る
し
た
作
品
と
し
て
冨
心

却
の
河
』
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
昭
和
三
〇
年
代
と
い
う
執
筆
時
に
お
け
る

現
在
を
取
り
込
み
、
解
体
し
て
ゆ
く
（
家
）
の
中
で
人
間
が
い
か
に
自
己
再

生
を
な
し
う
る
の
か
、
そ
れ
を
『
忘
却
の
河
』
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ

る。

『
忘
却
の
河
』
は
昭
和
三
〇
年
代
と
い
う
執
筆
時
に
お
け
る
、
現
在
を
舞

台
と
す
る
。
そ
し
て
表
面
的
に
は
ご
く
普
通
の
家
庭
で
あ
る
藤
代
家
を
中
心

に
物
語
は
展
開
さ
れ
る
。
家
族
の
構
成
員
は
戦
後
お
こ
し
た
会
社
の
社
長
を

『
忘
却
の
河
』
論

務
め
る
藤
代
、
病
気
で
寝
た
き
り
の
妻
ゆ
き
、
二
人
の
娘
美
佐
子
、
香
代
子

で
あ
る
。
ゆ
き
の
病
気
を
除
け
ば
、
経
済
的
に
は
か
な
り
裕
福
で
何
の
不
安

も
な
い
平
穏
な
家
庭
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
ら
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
そ
の

内
面
は
か
な
り
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
美
佐
子
の
「
家
庭
と
い
う
の
は
欺
瞞

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
」
（
二
軍
）
と
の
言
葉
、
香
代
子
の
家
族
は
「
他

人
の
集
合
」
（
三
章
）
で
あ
る
と
の
言
葉
は
、
彼
女
た
ち
が
平
穏
さ
の
内
側

に
家
庭
内
蔀
に
お
け
る
大
き
な
ひ
ず
み
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
藤
代
家
の
特
殊
性
を
示
す
こ
の
ひ
ず
み
は
ど
こ
か
ら
発
生
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
現
在
の
藤
代
家
に
な
る
以
前
の
、
藤
代
家
の
成

り
立
ち
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
家
）
に
は
糾
皮
む
し
で
の
家
、
結
合
体
と
し
て
の
家
と
い
う
二
つ
の
機

能
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
機
能
が
そ
の
時
代
の
要
請
に
よ
っ
て
、
微
妙
な
バ

ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
（
家
）
を
形
成
し
て
い
る
。
制
皮
む
い
す
の
象
に
固

執
す
る
あ
ま
り
に
、
人
間
の
本
質
的
な
つ
な
が
り
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ

る
結
合
体
と
し
て
の
家
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
藤
代
に

も
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
藤
代
は
物
心
つ
か
な
い
頃
に
東
北
の
貧
し
い
村
か

五
七



ら
実
家
と
は
絶
縁
同
様
の
条
件
で
、
東
京
の
藤
代
家
に
貰
わ
れ
、
実
子
と
し

て
育
て
ら
れ
た
。
成
長
し
て
か
ら
の
藤
代
は
誰
に
教
え
ら
れ
る
で
も
な
く
自

分
み
ず
か
ら
、
「
ふ
る
さ
と
を
忘
れ
る
こ
と
を
自
分
の
意
志
に
強
制
」
（
七
章
）

し
た
と
い
う
。
だ
が
藤
代
の
「
最
も
弱
い
部
分
で
そ
れ
は
常
に
生
き
続
け
」

（
同
）
、
自
分
と
他
の
友
人
を
比
較
し
た
時
に
「
何
か
が
欠
け
て
い
る
存
在
」

（
同
）
と
し
て
自
分
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
制
度
と
し
て
の
家
は
、
藤

代
が
藤
代
家
の
籍
に
実
子
と
し
て
入
る
こ
と
で
守
ら
れ
た
。
だ
が
人
間
の
結

合
体
と
し
て
の
家
は
藤
代
の
意
識
の
中
で
崩
壊
し
て
い
る
。
そ
れ
は
藤
代
が

自
分
の
中
で
何
か
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
喪
失
感
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
白
で
あ
る
。
溝
神
的
な
支
え
と
な
る
よ
う
な
も
の
が
、
人
間
の
結
合
体

と
し
て
の
家
の
崩
壊
に
よ
っ
て
藤
代
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

は
な
く
藤
代
は
制
度
と
し
て
の
家
と
人
間
の
結
合
体
と
し
て
の
家
こ
の
二
つ

に
引
き
裂
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
藤
代
の
人
間
性
の
ひ
ず
み
を
生
み
出
し
て

い
る
と
い
え
る
。
ま
た
ゆ
き
の
場
合
は
藤
代
の
こ
う
し
た
内
面
に
大
き
く
影

響
さ
れ
て
い
る
点
が
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
ゆ
き
自
身
に
も
藤
代
と
同
じ

ょ
う
な
人
間
性
の
ひ
ず
み
が
あ
る
。
震
災
で
母
が
死
に
、
そ
の
後
を
追
う
よ

う
に
父
が
死
ん
だ
こ
と
を
ゆ
き
は
、
「
母
が
死
ん
だ
こ
と
が
や
が
て
は
父
を

も
殺
し
た
」
（
四
章
）
と
考
え
て
い
る
。
ゆ
き
に
と
っ
て
は
父
と
母
と
の
愛

が
絶
対
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゆ
き
の
結
婚
観
に
も
つ
な
が
り
、

「
結
婚
と
い
う
も
の
は
、
父
と
母
と
の
場
合
の
よ
う
に
、
か
な
ら
ず
幸
福
な

も
の
と
夢
み
」
（
同
）
て
い
る
。
つ
ま
り
ゆ
き
に
と
っ
て
の
結
婚
は
絶
対
的

な
父
と
母
の
愛
を
自
己
の
結
婚
に
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る

こ
と
で
の
み
不
幸
な
今
の
状
態
か
ら
脱
出
し
、
幸
福
な
家
庭
を
築
く
こ
と
が

五
八

で
き
る
と
ゆ
き
は
信
じ
て
い
た
。
ゆ
き
は
（
家
）
を
つ
く
る
こ
と
を
熱
望
し

て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
自
己
の
内
部
で
理
想
化
さ
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。

幸
福
な
家
庭
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
ゆ
き
は
藤
代
の
内
面
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
努
力
を
全
く
し
な
か
っ
た
。
「
わ
た
し
の
父
と
母
と
が
き
ず
い
て
い

た
家
庭
と
、
わ
た
し
た
ち
夫
婦
の
つ
く
っ
て
い
る
家
庭
と
は
、
ま
る
で
ち
が

っ
た
も
の
の
よ
う
」
（
四
章
）
と
感
じ
な
が
ら
も
そ
の
原
因
を
考
え
る
と
い

う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
き
は
人
間
の
結
合
体
と
し
て
の
家
が
、
制

度
と
し
て
の
家
に
結
婚
に
よ
っ
て
入
る
こ
と
で
無
条
件
に
得
ら
れ
る
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

根
深
い
と
こ
ろ
で
形
成
さ
れ
て
き
た
二
人
の
人
間
性
の
ひ
ず
み
は
、
彼
ら

を
決
定
的
に
遠
ざ
け
相
互
理
解
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
藤
代
家
の

置
か
れ
て
い
る
特
殊
な
状
況
は
こ
こ
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
を
形
象
化

す
る
た
め
に
、
効
果
的
な
方
法
と
し
て
福
永
は
連
作
短
編
の
方
法
を
と
っ
て

いる。

②

冨
心
却
の
河
』
は
執
筆
当
初
か
ら
、
連
作
短
編
の
形
式
が
予
定
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
二
軍
忘
却
の
河
」
を
『
文
芸
』
に
発
表
し
た
あ
と
「
構

③

態
が
次
第
に
ふ
く
ら
み
始
め
て
」
、
続
編
と
な
る
よ
う
な
短
編
を
別
々
の
文

芸
雑
誌
に
発
表
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
意
図
を
福
永
は
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
。

私
に
は
各
々
の
章
が
独
立
し
た
作
品
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与

え
た
い
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
。
（
中
略
）
私
は
各
章
が
主
人
公
を
異

に
し
従
っ
て
視
点
を
も
異
に
す
る
が
、
全
篇
を
通
じ
て
主
題
は
時
間
と

④

共
に
徐
々
に
進
展
す
る
と
い
う
ふ
う
に
書
き
た
か
っ
た
。

各
章
ご
と
に
語
り
手
、
視
点
人
物
が
変
わ
り
、
各
々
が
独
自
の
文
体
・
リ

ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
他
の
人
物
と
の
真
の
交
流
が
な
い
状

態
に
置
か
れ
た
語
り
手
・
視
点
人
物
の
内
面
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
各
章
は
独
立
し
た
短
編
と
し
て
読
め
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
で
は

全
体
的
な
構
成
は
、
そ
れ
自
体
で
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
複
数
の
人

間
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
意
識
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
他
方
に
は
他
者
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
て
、
あ

る
面
で
は
相
互
に
反
発
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面

を
向
い
合
わ
せ
て
対
置
す
る
構
成
法
に
よ
り
、
「
関
係
の
相
」
「
反
発
の
相
」

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
『
忘
却
の
河
』
が
長

編
小
説
と
し
て
首
尾
一
貫
し
た
内
容
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
全
体
に
破
綻
が

な
く
緻
密
に
構
成
さ
れ
、
主
題
が
一
点
の
結
末
に
む
か
っ
て
収
束
し
て
い
く
。

藤
代
家
と
い
う
表
面
は
ご
く
普
通
の
家
庭
が
、
家
族
と
は
「
他
人
の
集
合
」

（
三
軍
）
で
あ
る
と
の
認
識
を
生
む
よ
う
な
特
殊
な
現
実
を
は
ら
ん
で
い
る

か
を
表
現
す
る
う
え
で
、
非
常
に
大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
家
庭
と
い
う
場
に
あ
っ
て
も
、
彼
ら
は
各
々
の
穀
に
閉
じ
こ
も

り
他
の
家
族
と
の
心
の
交
流
を
進
ん
で
求
め
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
あ
る

い
は
交
流
を
求
め
る
が
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
一

藤
代
家
の
特
殊
性
の
中
心
に
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
藤
代
自
身
で
あ
る
。

藤
代
の
内
面
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
く
。

福
永
作
品
で
は
過
剰
な
過
去
意
識
に
よ
り
、
身
動
き
が
で
き
な
い
ま
ま
現

『
忘
却
の
河
』
論

実
生
活
が
破
綻
し
て
い
く
と
い
う
人
物
が
多
く
描
か
れ
る
。
藤
代
に
最
も
特

徴
的
な
の
は
、
そ
の
過
剰
な
過
去
意
識
で
あ
る
。
「
生
き
る
こ
と
に
何
等
の

憲
味
を
も
見
出
」
（
〓
早
）
せ
ず
、
「
魂
の
抜
け
殻
」
（
同
）
と
し
て
自
己
を

規
定
す
る
藤
代
は
、
自
己
を
脅
か
す
「
過
去
の
私
」
（
同
）
を
内
面
に
持
つ
。

過
去
が
あ
ま
り
に
も
強
烈
で
あ
る
た
め
に
現
実
の
内
容
が
空
虚
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
生
活
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
の
過
去
を
集
約
す

る
の
は
（
罪
）
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
罪
の
意
識
の
中
心
は
、
か
つ
て

愛
し
た
女
陸
を
自
ら
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
身
籠
ら
せ
た
ま
ま
自
殺
に
追
い
こ

ん
だ
こ
と
に
あ
る
。
「
過
去
の
私
」
（
一
章
）
そ
の
後
幾
つ
か
の
要
因
が
加
え

ら
れ
増
々
大
き
く
な
る
。

え
な
の
流
れ
て
来
る
河
。
え
な
ば
か
り
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
幼
い

命
が
、
そ
れ
も
命
と
い
う
形
を
取
る
前
に
、
流
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い

河
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
私
も
亦
生
れ
る
前
に
、
或
い
は
生
れ
た
後
に
、

流
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
河
。
（
中
略
）
幼
い
子
供
の
頃
か
ら
、
私
は

夜
の
闇
を
恐
れ
る
よ
う
に
河
を
恐
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
（
〓
早
）

自
分
が
「
流
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
河
」
（
≡
早
）
の
記
憶
は
、
両
親
の

会
話
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
、
「
脅
す
故
郷
」
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
形

成
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
深
奥
に
は
藤
代
が
故
郷
か
ら
の
疎
外
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
藤
代
は
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、

藤
代
家
の
存
続
の
た
め
に
東
京
へ
連
れ
て
来
ら
れ
、
実
家
と
は
絶
縁
同
様
に

し
て
藤
代
家
の
籍
に
実
子
と
し
て
入
っ
た
。
そ
こ
に
間
引
き
そ
こ
な
い
の
子

で
あ
る
と
の
認
識
が
加
わ
り
、
自
己
の
存
在
に
対
し
て
の
懐
疑
と
不
安
を
越

え
て
、
本
来
な
ら
ば
存
在
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
自
分
に
対
す
る
罪
の
意
識

五
九



が
生
ま
れ
る
。
い
わ
ば
藤
代
は
故
郷
か
ら
追
放
さ
れ
た
人
間
で
あ
り
、
真
に

帰
属
し
得
る
は
ず
だ
っ
た
場
所
か
ら
永
遠
に
疎
外
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

藤
代
は
ま
た
戦
前
の
左
翼
運
動
に
挫
折
し
、
そ
こ
で
思
想
の
死
を
経
験
し

て
い
る
。
挫
折
と
い
う
よ
り
も
肺
を
病
ん
で
喀
血
し
た
た
め
に
癒
養
所
に
入

れ
ら
れ
、
そ
れ
が
転
向
し
た
の
と
同
じ
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
思
想

も
、
人
間
も
、
自
分
も
信
じ
な
い
」
（
一
章
）
藤
代
は
む
し
ろ
そ
れ
を
願
っ
て

い
た
と
さ
え
い
え
る
。
藤
代
は
「
僕
は
自
分
の
意
志
で
庸
病
に
な
っ
た
。
僕

は
自
分
の
意
志
で
喀
血
し
た
。
僕
は
自
分
の
憲
志
で
死
ん
で
行
く
。
し
か
し

僕
は
転
向
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
」
（
同
）
と
い
う
。
だ
が
こ
の
論
理
は
自
己
の

観
念
の
中
で
の
み
通
用
す
る
も
の
で
、
現
実
に
対
し
て
は
何
の
有
効
性
を
も

発
揮
で
き
な
い
。
自
己
の
内
面
を
隅
々
ま
で
凝
視
し
、
そ
の
意
志
に
の
み
忠

実
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
抱
く
喪
失
感
を
観
念
的
に
回
復
し
ま

ぅ
と
し
た
が
そ
れ
は
果
た
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故
郷
を
追
放
さ
れ
た
藤

代
に
と
っ
て
の
思
想
の
死
は
、
「
生
活
や
故
郷
や
現
実
を
嘲
笑
し
、
否
定
し
、

観
念
の
高
み
に
舞
い
あ
が
っ
て
い
く
過
程
の
極
点
」
で
の
「
不
意
の
失
墜
」

で
あ
っ
た
。
こ
の
時
点
で
す
で
に
藤
代
の
意
識
は
罪
意
識
に
満
ち
、
生
よ
り

も
死
、
現
実
よ
り
も
過
去
の
ほ
う
へ
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

藤
代
は
思
想
の
死
に
よ
っ
て
「
肉
体
の
滅
び
」
（
〓
早
）
を
待
つ
は
ず
だ
っ

た
療
養
所
で
、
再
び
生
へ
の
意
志
を
み
せ
る
。
藤
代
が
愛
し
た
看
護
婦
は
掛

け
値
な
し
の
愛
を
彼
に
捧
げ
、
そ
の
愛
の
中
に
自
己
投
入
の
で
き
る
女
性
だ

っ
た
。
そ
し
て
「
生
き
て
い
る
の
も
死
ん
で
い
る
の
も
変
わ
り
は
な
い
よ
う

な
様
子
で
生
き
て
い
る
」
（
一
章
）
と
い
う
彼
女
の
故
郷
の
風
景
は
、
藤
代

の
暗
い
故
郷
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
す
る
。
故
郷
を
逃
げ
出
し
て
来
た
と
い
う

六
〇

彼
女
を
愛
す
る
こ
と
は
、
藤
代
に
と
っ
て
二
人
で
新
た
な
故
郷
を
構
築
す
る

可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
新
生
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
ら

の
不
実
に
よ
っ
て
、
彼
女
を
自
殺
に
追
い
こ
む
こ
と
で
新
生
の
可
能
性
を
自

ら
の
手
で
こ
わ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
以
後
藤
代
は
決
定
的
に
「
死
ん
だ

人
間
」
（
一
章
）
と
し
て
、
罪
の
意
識
に
脅
さ
れ
な
が
ら
生
き
る
こ
と
を
余

儀
な
く
き
れ
る
。

藤
代
の
過
去
を
形
成
す
る
罪
の
意
識
の
要
因
を
み
て
い
く
と
、
そ
れ
ら
の

璧
忠
誠
を
す
べ
て
一
つ
の
枠
の
中
に
は
め
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
藤
代
の

罪
意
識
の
中
心
は
、
恋
人
を
身
籠
ら
せ
た
ま
ま
自
殺
に
追
い
や
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
は
「
生
き
て
い
る
こ
と
は
罪
深
い
こ
と
で
あ
る
」
（
一

章
）
と
い
う
、
自
分
自
身
の
存
在
に
対
す
る
罪
意
識
も
か
な
り
根
深
く
描
か

れ
て
い
る
。
藤
代
が
行
為
と
し
て
犯
し
た
罪
と
、
自
身
の
存
在
へ
の
根
源
的

な
罪
と
を
わ
け
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
藤
代
は
行
為
と
し
て
の
罪
を
認
識
す
る
こ
と
を
出
発
点
と
し
て
、
根
源

的
な
罪
を
模
索
し
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
よ
う
に
な
る
と
い
え

る
。
ま
ず
行
為
と
し
て
の
罪
を
藤
代
は
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

神
に
赦
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
罪
は
、
永
久
に
＼
不
条
理
に
、
私

を
お
ぴ
や
か
し
て
や
ま
な
い
。
で
は
私
の
怖
れ
て
い
る
も
の
の
正
体
は

何
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
私
の
犯
し
た
罪
を
赦
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
る
恐
ろ
し
さ
な
の
だ
。
誰
が
私
を
赦
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。
赦
し
て
く
れ
る
筈
の
人
は
既
に
死
に
、
私
が
ど
ん
な

に
叫
ん
で
も
彼
等
か
ら
赦
し
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
　
（
一
章
）

赦
し
て
く
れ
る
相
手
が
い
な
い
こ
と
で
、
藤
代
は
「
自
ら
の
意
識
に
於
て

自
ら
を
蕃
き
、
罰
を
課
し
、
罰
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
〓
早
）
と
考

え
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
藤
代
の
自
覚
す
る
罪
意
識

は
、
死
者
に
の
み
向
け
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
最
も
罪
を
感
じ
る
べ
き
で
あ
る

妻
ゆ
き
に
対
し
て
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
罪
意
識
を
感
じ
て
い
な
い
。

ゆ
き
が
死
ん
で
は
じ
め
て
そ
れ
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
他
者
か
ら
孤
立

し
、
死
ん
だ
よ
う
に
生
き
る
こ
と
を
自
ら
選
び
な
が
ら
、
反
面
そ
う
す
る
こ

と
の
後
ろ
め
た
さ
を
藤
代
は
切
実
に
感
じ
と
っ
て
い
る
。
こ
の
不
安
定
さ

を
認
め
ま
い
と
す
る
意
識
は
、
死
者
に
対
し
て
の
み
罪
を
感
じ
る
と
い
う
方

向
へ
藤
代
を
む
か
わ
せ
る
。
赦
し
て
く
れ
る
相
手
が
い
な
い
。
絶
対
に
赦
さ

れ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
か
ら
、
藤
代
は
自
分
白
身
の
肉
に
こ
も
っ
て
自
己
の

外
へ
出
て
行
く
必
要
が
な
く
な
る
。
死
者
に
対
し
て
の
み
向
け
ら
れ
る
罪
意

識
は
、
自
己
の
内
面
の
不
安
定
さ
を
隠
す
た
め
に
藤
代
が
無
意
識
の
う
ち
に

選
び
と
っ
た
自
己
防
衛
で
あ
る
と
い
え
る
。
行
為
と
し
て
の
罪
に
藤
代
が
実

際
に
眼
を
む
け
、
し
っ
か
り
と
対
崎
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
雨
の
日
に
偶

然
助
け
た
女
と
の
精
神
的
な
触
れ
合
い
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
藤
代
の
死
ん
だ

恋
人
と
よ
く
似
た
「
女
と
の
も
っ
と
も
軟
弱
な
部
分
を
通
し
て
の
触
れ
合

い
」
は
、
今
ま
で
拒
み
続
け
て
き
た
行
為
と
し
て
の
罪
を
捉
え
な
お
し
、
自

分
の
存
在
へ
と
眼
を
む
け
、
そ
の
原
点
へ
と
潮
行
し
て
い
く
カ
を
藤
代
に
与

えた。根
源
的
な
罪
と
い
う
場
合
、
ま
ず
福
永
自
身
の
認
識
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
人
間
が
生
ま
れ
て
く
る
前
の
虚
無
の
状
態
か
ら
、
生
ま
れ
て
く
る
時
に

罪
深
い
も
の
を
背
負
っ
て
・
こ
の
世
に
無
理
に
押
し
出
さ
れ
て
き
た
と
い
う
認

識
で
あ
る
。
福
永
の
作
品
に
は
罪
の
問
題
が
多
く
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
ほ
と

『
忘
却
の
河
』
論

ん
ど
が
キ
リ
ス
ト
教
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
『
忘
却
の
河
』
に
お
け
る
人

間
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
罪
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
原

罪
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
だ
が
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
忘
却
の
河
』
は

昭
和
三
〇
年
代
の
日
本
を
現
実
的
背
景
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
そ
の
時
代
の

本
質
的
な
把
握
の
一
つ
に
宗
教
が
あ
り
、
そ
こ
に
罪
の
問
題
が
あ
ら
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
昭
和
三
〇
年
代
は
、
敗
戦
後
の
社
会
の
秩
序

の
急
激
な
変
化
に
伴
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
未
知
の
宗
教
に
よ
り
ど
こ
ろ

を
求
め
る
姿
勢
が
沈
静
化
し
、
人
々
の
間
で
宗
教
離
れ
が
起
き
は
じ
め
た
時

期
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
が
各
個
人
の
私
的
な
領
域
に
入
っ
て
内
面
倫
理
化

し
た
り
、
見
え
な
い
宗
教
と
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
個
々
人
の
中
で
生
活
慣

習
と
し
て
「
目
に
見
え
な
い
宗
教
」
が
定
着
し
て
い
く
傾
向
だ
っ
た
と
い
え

る
。
そ
の
意
味
で
は
決
し
て
宗
教
の
衰
退
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

ぅ
。
藤
代
の
場
合
は
既
成
の
宗
教
に
よ
っ
て
救
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

く
、
自
己
の
内
面
か
ら
罪
を
見
据
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。
藤
代
に
と
っ
て
「
基
督
教
で
も
な
く
仏
教
で
も
な
い
一
つ
の
積
れ
と
し

で
の
罪
」
（
一
章
）
を
許
せ
る
可
能
性
を
蒔
つ
の
は
、
既
成
の
宗
教
で
は
な

い
。
藤
代
が
自
己
と
対
時
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
私
的
な
意
味
づ

げ
の
体
系
と
し
て
の
宗
教
に
よ
っ
て
の
み
、
藤
代
の
罪
は
許
さ
れ
る
の
で
あ

る。

三

過
剰
な
過
去
意
識
は
、
現
在
へ
の
意
識
は
も
ち
ろ
ん
未
来
へ
の
意
識
を
も

閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
。
藤
代
以
上
に
過
去
に
拘
泥
し
、
現
実
の
内
容
が
空
虚

六
一



に
な
っ
て
い
る
人
物
が
ゆ
き
で
あ
る
。
ゆ
き
に
は
過
去
－
現
在
－
未
来
と
い

う
垣
線
的
な
時
間
は
存
在
せ
ず
、
自
分
が
真
に
生
き
た
と
信
じ
ら
れ
る
過
去

の
円
環
的
な
時
間
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
。
自
己
の
幸
福
を
「
外
部
か
ら

の
運
命
」
（
四
章
）
　
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
、
自
分
に
身
に
ふ
り
か
か
る
不
幸
を

回
避
で
き
な
い
た
め
に
黙
々
と
そ
れ
に
耐
え
る
し
か
な
い
の
が
ゆ
き
で
あ

る
。
そ
の
中
で
出
会
っ
た
呉
信
之
は
ゆ
き
に
初
め
て
生
き
る
勇
気
を
与
え

た
。
呉
と
の
愛
は
始
め
か
ら
死
を
予
兆
と
し
て
寧
む
も
の
だ
っ
た
。
戦
争
が

次
第
に
悲
惨
を
極
め
、
学
徒
動
員
に
よ
り
呉
が
出
征
す
る
と
い
う
状
況
に
ま

で
二
人
は
追
い
つ
め
ら
れ
る
。

死
を
決
し
て
一
日
一
日
を
生
き
て
い
る
と
い
う
呉
さ
ん
の
気
持
ち
が

わ
た
し
の
心
を
つ
か
み
、
そ
の
締
め
つ
け
る
カ
が
や
が
て
わ
た
し
の
呼

吸
を
く
る
し
く
し
た
。
（
中
略
）
わ
た
し
は
呉
さ
ん
を
、
尊
敬
し
、
同
時

に
そ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
あ
た
ら
し
い
感
情
を
知
っ
た
。

そ
れ
が
愛
で
あ
る
こ
と
に
わ
た
し
は
や
が
て
気
が
つ
い
た
。
（
四
章
）

ゆ
き
が
呉
自
身
を
愛
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
死
を
決
し
た
呉
の
状
況
に
自

分
を
投
入
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
は

打
ち
消
し
難
い
。
「
わ
た
し
が
女
ら
し
く
愛
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の

は
そ
の
時
期
だ
っ
た
し
、
そ
れ
は
近
づ
い
た
戦
争
の
お
か
げ
だ
っ
た
」
（
四

章
）
と
、
ゆ
き
自
身
も
回
想
し
て
い
る
。
切
羽
詰
っ
た
状
況
が
ゆ
き
の
愛
に

拍
車
を
か
け
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
し
か
し
ゆ
き
の
心
に
「
ひ
た
す
ら
に

愛
を
も
と
め
る
」
（
同
）
気
薄
ら
が
あ
り
、
そ
れ
ほ
と
り
も
な
お
き
ず
真
に

生
き
た
い
と
い
う
切
実
な
願
い
だ
っ
た
。
「
刻
ま
れ
た
時
間
の
な
か
に
あ
ま

す
と
こ
ろ
な
く
そ
そ
ぎ
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
（
同
）
ゆ
き
の
愛
は

六
二

限
り
な
く
純
粋
な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。
す
べ
て
を
運
命
の
手
に
委
ね
て

生
き
て
き
た
ゆ
き
に
と
っ
て
は
、
呉
と
の
愛
に
お
い
て
初
め
て
積
極
的
な
生

を
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
呉
は
戦
死
す
る
。
呉
と
の
愛
は
時
間
の
経
過

と
と
も
に
純
化
さ
れ
、
ゆ
き
の
夢
の
中
で
永
遠
に
生
き
続
け
る
。
ゆ
き
の
現

実
に
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
悲
惨
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
実
際
の
現
実
よ
り
も

一
層
重
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
彼
女
の
中
に
定
着
す
る
。
そ
し
て
ゆ
き
は
自

己
の
死
に
よ
っ
て
呉
の
も
と
へ
還
り
、
夢
見
て
い
た
幸
福
を
成
就
さ
せ
る
。

藤
代
と
ゆ
き
は
、
過
去
に
お
い
て
自
己
の
魂
の
死
ま
で
賭
け
得
る
愛
を
持

っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
若
い
世
代
で
の
通
俗
的
恋
愛
と
は
異
質
な
も
の

で
あ
る
。
若
い
世
代
で
あ
る
美
佐
子
・
香
代
子
、
そ
し
て
三
木
に
よ
っ
て
体

現
き
れ
る
の
は
「
現
代
で
は
愛
が
不
在
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過

去
に
お
け
る
愛
の
可
能
に
よ
っ
て
現
代
に
お
け
る
愛
の
不
可
能
が
照
射
さ
れ

る。

現
代
を
生
き
る
若
者
と
し
て
造
型
さ
れ
た
美
佐
子
・
香
代
子
の
姉
妹
は
、

こ
だ
わ
る
も
の
は
何
も
持
ち
合
わ
せ
ず
に
自
由
に
生
き
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
こ
の
嫡
妹
も
ま
た
家
庭
の
ひ
ず
み
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
。
「
家
庭
そ
の
も
の
」
（
二
軍
）
と
し
て
描
か
れ
る
美
佐
子
は
、
母
の

看
病
の
た
め
に
家
庭
に
縛
ら
れ
、
婚
期
を
逸
し
か
け
て
い
る
。
彼
女
は
記
憶

の
中
の
光
景
と
、
わ
ら
べ
歌
と
に
よ
っ
て
自
己
の
根
源
を
た
ど
ろ
う
と
す

る
。
そ
れ
は
日
常
生
活
の
中
に
埋
没
し
よ
う
と
す
る
こ
と
へ
の
、
彼
女
な
り

の
抵
抗
だ
と
い
え
る
。
そ
の
彼
女
を
直
接
に
故
郷
へ
と
誘
う
の
は
「
ほ
ら
ね

ろ
　
ね
ん
ね
ろ
　
ホ
ラ
ね
ろ
や
あ
や
／
略
／
赤
い
ま
ん
ま
に
　
魚
か
け
て
」

（
二
軍
）
と
い
う
子
守
歌
で
あ
る
。
記
憶
の
底
に
眠
っ
て
い
た
こ
の
歌
に
よ

っ
て
美
佐
子
は
故
郷
へ
む
か
う
の
で
あ
る
。
一
方
香
代
子
は
大
学
で
演
劇
に

熱
中
し
、
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
遊
び
ま
わ
っ
て
い
る
典
型
的
な
現
代
っ
子
で

あ
る
。
下
山
と
の
恋
愛
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
が
、

そ
の
背
景
に
は
ゆ
き
と
呉
と
の
神
聖
な
愛
の
事
実
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
女
は

自
分
が
二
人
の
子
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
疑
い
は
母

の
死
に
よ
っ
て
一
層
強
く
な
る
。
母
の
死
と
い
う
「
打
撃
を
も
と
に
彼
女
な

り
の
方
法
で
、
現
代
風
俗
に
お
し
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
く
い
と
め
、
自

⑱

己
認
識
を
深
め
て
行
く
」
の
で
あ
る
。
下
山
と
の
関
係
は
、
自
己
の
観
念
の

中
で
純
化
さ
れ
た
愛
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
幻
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
香
代

子
は
気
付
く
。
「
あ
た
し
に
は
愛
が
な
い
」
「
あ
た
し
た
ち
は
み
ん
な
駄
目
な

ん
だ
。
あ
た
し
た
ち
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
堕
落
し
て
い
る
の
だ
」
（
六
章
）
　
と

い
う
叫
び
は
、
ゆ
き
と
呉
と
の
魂
を
賭
け
た
愛
に
よ
る
子
供
が
自
分
で
あ
る

と
の
認
識
を
も
と
に
し
て
、
恋
愛
の
幻
想
か
ら
一
歩
踏
み
出
せ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
愛
の
行
方
が
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
か
ら
「
何
処

か
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
い
た
い
」
（
六
章
）
　
と
い
う
志
向
が
生
ま
れ
る
。

藤
代
家
の
人
々
は
、
ゆ
き
の
死
を
契
機
と
し
て
自
己
の
心
を
問
い
直
し
て

い
く
。
美
佐
千
・
香
代
子
の
現
実
認
識
が
甘
い
こ
と
は
否
め
な
い
に
せ
よ
、

自
分
の
中
心
部
へ
む
か
っ
て
真
直
ぐ
に
切
り
込
ん
で
ゆ
く
カ
を
持
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
自
己
の
根
源
を
求
め
る
志
向
性
と
い
え
る
。
こ
れ
は
藤
代
が
む

か
う
自
己
の
根
源
へ
の
志
向
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
藤
代
家
の
ひ
そ
か
ド
ラ
マ
を
外
部
の
現
実
に
つ
な
げ
る
い
わ

⑭

ぱ
窓
の
役
割
」
を
し
て
い
る
の
が
五
章
の
中
心
人
物
三
木
で
あ
る
。
三
木
は

「
無
力
な
る
イ
ン
テ
リ
」
（
五
章
）
と
自
称
し
、
美
佐
子
に
恋
愛
感
情
を
抱

『
忘
却
の
河
』
論

く
美
術
評
論
家
で
あ
る
。
三
木
は
自
分
を
「
呪
文
に
よ
っ
て
氷
の
中
に
捉
え

ら
れ
た
一
枚
の
葉
」
（
同
）
に
た
と
え
、
家
庭
を
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
現

実
」
（
同
）
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
の
情

熱
も
持
ち
得
な
い
で
い
る
。
戦
後
す
ぐ
に
三
木
は
藤
代
と
同
じ
よ
う
な
思
想

の
死
を
経
験
し
て
い
る
。
だ
が
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
魂
の
死
ま
で
を
内
面
に

持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
日
々
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
彼
は
「
絶

対
な
ぞ
と
い
う
も
の
を
決
し
て
持
つ
こ
と
が
出
来
」
（
同
）
な
い
と
い
う
。

三
木
は
美
佐
子
を
愛
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
自
己
を
変
革
す
る
可
能
性

を
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

己
の
な
か
の
愛
が
生
命
を
失
っ
て
、
こ
の
硝
子
の
城
の
よ
う
に
、
た

だ
光
を
反
射
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
己
は
硝
子
の
城
に
住
ん

で
、
他
人
が
愛
し
た
り
生
き
た
り
す
る
の
を
、
批
評
家
と
し
て
眺
め
る

だ
け
の
、
つ
ま
ら
な
い
人
間
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
（
五
章
）

三
木
に
と
っ
て
自
己
を
変
革
す
る
唯
一
の
可
能
性
は
消
え
た
。
三
木
は
自

己
の
内
部
に
切
り
込
ん
で
い
く
だ
け
の
靭
さ
を
持
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
か
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
姿
は
「
否
定
的
な
像
」
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
家
族
以
外
の
彼
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
藤
代
家
の
人
々
の
真
撃
な
生
へ

の
姿
勢
が
逆
照
射
さ
れ
る
。
三
木
は
そ
の
弱
き
の
点
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
作
品
中
で
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

ゆ
き
の
死
に
よ
っ
て
藤
代
家
の
人
々
は
自
己
の
根
源
を
求
め
て
、
故
郷
へ

の
彷
径
を
は
じ
め
る
。
藤
代
は
今
ま
で
顧
み
る
こ
と
の
な
か
っ
た
家
庭
に
眼

六
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を
向
け
、
二
人
の
娘
た
ち
と
の
対
話
の
中
で
こ
の
家
庭
に
お
け
る
自
己
の
存

在
に
も
考
え
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
る
。
死
の
少
し
前
、
ゆ
き
は
「
わ
た
し
は

自
分
の
ふ
る
さ
と
が
海
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
」
（
七
草
）
と
語
る
。

呉
が
戦
死
し
た
南
方
の
海
に
自
分
の
故
郷
を
み
つ
け
、
そ
こ
へ
還
り
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
藤
代
が
む
か
う
故
郷
発
見
の
旅
も
ま
た
自
分
が
愛

し
た
女
性
が
身
を
投
げ
た
海
へ
と
む
か
う
。

も
し
も
ふ
る
さ
と
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
な
ら
私
に
と
っ
て
、
そ
れ

は
ま
さ
に
そ
こ
に
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ

こ
に
於
て
、
私
の
魂
と
も
言
う
べ
き
だ
っ
た
彼
女
が
死
ん
だ
こ
と
に
よ

っ
て
、
私
の
魂
そ
の
も
の
も
死
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
（
七
草
）

藤
代
に
と
っ
て
の
「
そ
こ
に
し
か
な
い
」
（
七
章
）
場
所
は
賓
の
河
原
で

あ
っ
た
。
贅
の
河
原
は
「
人
間
の
魂
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
使
い
古
さ
れ
、

罪
を
重
ね
、
戯
れ
て
死
ぬ
」
（
同
）
と
い
う
民
俗
学
的
な
戯
れ
と
し
て
の
罪
を

提
示
し
て
い
る
。
し
か
し
藤
代
に
は
こ
の
場
所
は
、
自
分
が
魂
を
賭
け
て
愛

し
た
女
性
が
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
が
ゆ
え
に
重
要
な
の
で
あ

る
。
自
己
の
根
源
を
求
め
る
た
め
に
、
魂
の
再
生
の
場
と
し
て
糞
の
河
原
は

存
在
し
て
い
る
。

こ
の
罪
、
（
中
略
）
た
だ
彼
女
だ
け
が
そ
れ
を
ゆ
る
す
こ
と
が
出
来

る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
罪
で
あ
る
。
彼
女
と
、
そ
し
て
生
れ
る
こ
と
も

な
く
て
彼
女
と
共
に
そ
の
胎
内
で
死
ん
だ
私
の
子
供
と
が
、
こ
の
贅
の

河
原
に
於
で
、
私
を
ゆ
る
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
よ
う
な
罪
で
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
章
）

決
し
て
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
罪
を
こ
の
賽
の
河
原
に
お
い
て
宙
視
す
る

六
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こ
と
が
、
藤
代
に
は
必
要
だ
っ
た
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
も
う
一
つ
見
な
く

て
ほ
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
罪
の
捨
て
場
で
あ
り
、
か
つ
新

た
な
生
命
を
得
る
再
生
の
場
と
し
て
の
賓
の
河
原
を
媒
介
と
し
て
、
「
人
間

的
な
罪
の
感
じ
に
暗
く
染
め
ら
れ
た
」
　
（
七
草
）
無
縁
墓
地
が
そ
れ
で
あ
る
。

間
引
き
と
い
う
罪
深
い
行
為
が
、
母
親
た
ち
の
「
自
分
も
ま
た
済
わ
れ
な
い

こ
と
を
承
知
」
（
同
）
　
し
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
責
め
る
こ
と

の
で
き
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
藤
代
は
認
識
す
る
。
賓
の
河
原
の
発
見
は
、

こ
の
無
縁
墓
地
と
の
真
剣
な
対
峠
が
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
数

々
の
罪
を
背
負
い
な
が
ら
そ
れ
を
さ
え
の
か
み
の
力
に
よ
っ
て
捨
て
去
り
、

魂
の
再
生
を
期
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
返
さ
な
け
れ
ば
人
間
は
生
き
て
は
い

け
な
い
。
自
分
も
含
め
て
そ
う
し
た
人
間
の
営
み
を
藤
代
は
自
己
の
中
に
刻

み
こ
ん
だ
と
い
え
る
。
自
己
の
存
在
を
問
い
画
す
こ
と
で
、
家
庭
を
通
し
た

他
者
、
そ
し
て
そ
の
他
者
と
自
分
を
含
め
た
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
み
つ
め
、

新
た
な
生
へ
の
出
発
を
藤
代
は
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
「
み
ん
な
不
幸
な
の
ね
。

／
み
ん
な
可
哀
そ
う
な
の
ね
。
で
も
あ
な
た
は
わ
た
し
の
こ
と
を
決
し
て
忘

れ
な
い
わ
ね
。
／
僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
、
と
彼
は
言
っ
た
。
／
僕
は
決

し
て
忘
れ
な
い
よ
、
と
僕
は
言
っ
た
」
（
七
草
。
傍
点
筆
者
）
　
と
い
う
一
節

に
お
け
る
「
彼
」
か
ら
「
僕
」
　
へ
の
変
化
は
、
藤
代
の
新
し
い
生
へ
の
出
発

を
示
し
て
い
る
。

藤
代
と
同
様
に
、
故
郷
へ
の
彷
径
を
続
け
て
い
た
美
佐
子
・
香
代
子
は
自

己
の
求
め
る
故
郷
を
ど
こ
に
発
見
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
美
佐
子
は
自
分
の
捜

し
て
い
た
子
守
歌
が
、
昔
父
親
が
歌
っ
て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

「
お
父
さ
ん
は
ず
っ
と
心
の
や
さ
し
い
人
だ
っ
た
の
ね
。
私
た
ち
が
み
ん
な

そ
れ
を
分
ら
な
か
っ
た
の
ね
」
（
七
草
）
と
、
今
ま
で
の
わ
だ
か
ま
り
を
氷

解
さ
せ
て
い
る
。
香
代
子
も
母
の
基
が
あ
る
藤
代
家
を
信
州
の
城
下
町
に
た

ず
ね
る
な
ど
し
て
故
郷
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
つ
い
に
自
分
の
抱
え

て
い
た
母
親
の
秘
密
を
藤
代
に
話
す
こ
と
で
、
父
で
あ
る
藤
代
と
打
ち
解
け

る
よ
う
に
な
る
。
彼
女
た
ち
は
自
分
が
帰
属
し
得
る
場
、
故
郷
を
父
親
の
中

に
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

藤
代
を
好
き
だ
と
い
う
美
佐
子
の
言
葉
は
、
彼
に
と
っ
て
何
も
の
に
も
換

え
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
真
の
心
の
交
流
は
行
わ
れ
、
藤
代
家
の
人
々
に
は

新
し
い
存
在
の
根
を
こ
の
場
所
に
持
つ
家
庭
が
再
生
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
お

互
い
の
心
の
壁
は
取
り
除
か
れ
、
ゆ
る
ぎ
な
い
平
安
が
訪
れ
た
。
だ
が
藤
代

に
と
っ
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
藤
代
は
「
こ
の
足
で
踏
め
る
と
こ
ろ
に
私

の
ふ
る
さ
と
を
見
出
し
た
か
っ
た
」
（
七
草
）
と
、
自
分
固
有
の
実
在
す
る

故
郷
を
求
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
藤
代
の
考
え
る
（
ふ
る
さ
と
）
が
「
こ
こ

に
は
な
い
遠
い
国
」
（
同
）
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
人
の
心
の

中
に
し
か
存
在
せ
ず
永
遠
の
憧
憬
の
対
象
と
し
て
彼
岸
に
あ
る
こ
と
を
彼
は

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
藤
代
が
記
憶
の
隅
に
残
し
て
い
た
古
事
記
の

一
節
「
な
に
が
し
の
命
は
、
波
の
穂
を
踏
み
て
常
世
の
国
に
渡
り
ま
し
、
な

に
が
し
の
命
は
、
姫
の
国
と
し
て
海
原
に
入
り
ま
し
き
」
と
深
く
結
び
つ
い

て
い
る
。
「
姫
」
は
死
ん
だ
母
を
意
味
す
る
。
「
姫
の
国
」
は
人
間
の
心
の
奥

底
に
あ
り
、
決
し
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
を
常
に
内
側
か
ら
支
え

続
け
、
静
か
に
靭
く
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
藤
代
本
人
に
限
ら
ず
自
己
の

根
源
の
探
究
へ
む
か
う
美
佐
・
香
代
子
の
中
に
も
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

冨
心
劫
の
河
』
論

人
は
古
里
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
人
は
古
里
に
帰
る
こ
と
は

⑮

出
来
な
い
。

自
己
の
存
在
を
問
い
、
紆
余
曲
折
を
経
て
発
見
さ
れ
た
も
の
は
奏
の
河
原

と
「
古
里
」
　
へ
は
決
し
て
還
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
だ
っ
た
。
藤

代
に
と
っ
て
魂
の
救
済
は
こ
れ
か
ら
ま
だ
先
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
ま
だ
自

己
の
根
源
の
入
口
に
立
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
藤
代
家
の
人
々
は
故
郷
へ

の
志
向
を
も
と
に
根
源
へ
と
求
心
的
に
む
か
い
自
己
回
復
へ
進
ん
で
い
っ

た
。
各
々
が
自
己
の
内
面
に
降
り
立
ち
、
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
自
ら
を

捉
え
自
己
回
復
を
目
指
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

注
①
　
『
風
土
』
昭
和
2
8
・
1
刊
行
。
『
草
の
花
』
書
き
下
ろ
し
長
編
と
し
て
昭
2
9

・4刊行。

②
　
冨
心
却
の
河
』
は
以
下
の
よ
う
な
連
作
形
式
で
発
表
さ
れ
た
。
「
一
章
忘
却

の
河
」
『
文
芸
』
昭
3
8
・
3
、
三
軍
煙
塵
」
『
文
学
界
』
昭
3
8
・
8
、
「
三
軍
舞

台
」
『
婦
人
之
友
』
昭
3
8
・
9
、
「
四
章
夢
の
通
い
路
」
『
小
説
中
央
公
論
』
昭

3
8
・
1
2
、
「
五
章
硝
子
の
城
」
『
群
像
』
昭
3
8
・
H
、
「
六
章
喪
中
の
人
」
『
小
説

新
潮
』
昭
3
8
・
1
2
、
「
七
章
賓
の
河
」
『
文
芸
』
昭
3
8
・
1
2
。

③
　
『
忘
却
の
河
』
初
版
後
記
。
（
昭
3
9
・
4
　
新
潮
社
）

④
　
③
に
同
じ
。

⑤
　
「
共
同
討
議
・
福
永
武
彦
の
作
品
を
読
む
『
忘
却
の
河
L
L
（
『
国
文
学
』
昭

5
5
・
7
）
　
に
お
け
る
菅
野
昭
正
氏
の
発
言
。

⑥
　
菅
野
昭
正
「
純
粋
と
豊
簾
～
福
永
武
彦
論
－
」
（
『
文
芸
』
昭
4
7
・
1
0
）

⑦
　
倉
西
聡
「
福
求
武
婁
『
忘
却
の
河
』
論
」
『
文
芸
と
批
評
』
6
～
1
昭
5
0
・
1
2
）

⑧
　
笠
井
潔
「
福
永
武
彦
と
『
転
向
呈
『
福
永
武
彦
全
集
』
第
1
8
巻
付
録
月
報
1
4

六
五



⑲　⑲　⑭　⑬ ⑨⑲⑪⑬

（
昭
6
3
・
1
　
新
潮
社
）

⑧
に
同
じ
。

首
藤
基
澄
『
福
永
武
蓼
の
世
界
』
　
（
昭
和
4
9
・
5
　
審
美
社
）

こ
の
部
分
は
「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
日
本
の
社
会
学
『
1
9
宗
教
』
編
集
　
宮
家

準
・
孝
本
員
・
西
山
茂
」
（
東
京
大
学
出
版
会
　
昭
飢
・
2
）
　
に
よ
る
。

〔
無
署
名
〕
「
福
永
武
彦
氏
－
（
著
者
と
一
時
間
）
」
（
「
朝
日
新
聞
」
昭
5
0
・

1
・
6
）

⑯
に
同
じ
。

⑲
に
同
じ
。

⑲
に
同
じ
。

福
永
武
彦
「
『
忘
却
の
河
』
創
作
ノ
オ
ト
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
5
2

・1）

（
ひ
ろ
か
わ
・
か
す
こ
　
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

蒔
漂
）
メ
醗
酵
酪
酸
　
　
　
臥
醗
酵
醗
乾
酪
臥
駆

書
　
評

山
下
久
夫
著

『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』

吉
　
相
　
正
　
美

三
重
県
の
松
阪
市
に
本
居
宣
長
記
念
館
が
あ
る
こ
と
は
著
名
な
こ
と
だ
が
、

近
年
、
こ
こ
を
母
体
に
し
て
「
鈴
屋
学
会
」
と
い
う
組
織
が
誕
生
し
た
。
山

下
久
夫
氏
も
、
そ
の
会
員
の
一
人
と
し
て
、
精
力
的
に
宣
長
研
究
を
す
す
め

て
い
る
。
『
本
居
宣
長
全
集
』
（
筑
摩
書
房
）
は
間
も
な
く
全
巻
完
結
を
み
る
で

あ
ろ
う
し
、
鈴
門
の
研
究
書
で
あ
る
『
本
居
宣
長
と
鈴
屋
社
中
』
（
錦
正
社
）

も
世
に
出
て
、
宣
長
研
究
の
基
礎
資
料
が
提
示
さ
れ
た
現
在
、
宣
長
研
究
は

新
し
い
展
開
を
見
せ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

膨
大
な
研
究
史
を
踏
ま
え
て
、
山
下
氏
の
『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』
が
刊

行
き
れ
た
。

本
書
は
、
細
分
化
し
た
宣
長
研
究
に
異
を
唱
え
、
宣
長
の
思
想
・
文
学
の

全
体
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
「
自
然
」
と
い
う
観
念
を
中
心
に
し
て
、
日
本
人

を
深
部
か
ら
規
定
し
て
い
る
感
性
を
表
現
し
た
人
物
と
し
て
、
宣
長
を
対
象

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
に
い
う
「
自
然
」
と
は
、
著
者
自
ら
、

山
川
草
木
と
い
う
具
体
的
な
事
物
、
外
部
に
存
在
す
る
物
質
の
謂
で
は

な
い
。
い
わ
ゆ
る
西
洋
流
の
n
a
｛
u
r
e
と
は
違
う
。
本
文
に
も
述
べ
る

が
、
「
他
者
の
カ
を
借
り
な
い
で
、
そ
れ
自
身
に
内
在
す
る
鋤
き
に
よ

『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』

っ
て
、
そ
う
な
る
こ
と
、
も
し
く
は
そ
う
で
あ
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち

「
お
の
ず
か
ら
」
を
指
す
。
目
a
｛
u
r
O
の
よ
う
に
名
詞
に
ば
か
り
で
な
く
、

「
自
然
と
～
す
る
」
、
「
自
然
の
～
」
と
い
っ
た
副
詞
的
に
も
形
容
詞
的

に
も
用
い
る
も
の
で
あ
る
。

と
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
人
間

の
「
作
為
」
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
ら
の
う
ち
に
包
括
し

て
し
ま
う
「
自
然
」
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
本
書
が
単
な
る
論
文
集
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て

次
の
よ
う
な
目
的
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
宣
長
の
「
自
然
」
を
問
題
に
す
る
の
は
、
彼
を
対
象
化
す
る
中

で
彼
と
は
異
な
る
「
自
然
」
を
模
索
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
：
…
（
中
略
）

…
つ
ま
り
、
「
自
然
」
の
観
念
が
日
本
人
の
心
奥
を
貫
流
し
て
い
る

と
い
う
事
実
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
中
か
ら
未
来
の
可
能
性
を
探
ろ
う

と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
よ
り
高
い
価
値
を
創
造
す
る
た
め
の
「
自
然
」

だ
。
む
ろ
ん
、
容
易
に
新
し
い
価
値
が
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
が
、
宣

長
を
対
象
化
す
る
意
味
は
そ
こ
以
外
に
あ
る
ま
い
。

山
下
氏
の
問
題
憲
誠
は
「
わ
た
し
た
ち
」
の
問
題
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
く
。

本
書
は
三
軍
に
分
か
れ
る
が
、
第
一
・
二
章
で
は
歌
論
や
物
の
哀
論
を
中

心
に
、
宣
長
の
描
く
人
間
の
心
を
追
い
、
第
三
章
で
は
「
自
然
」
を
捨
て
て

「
神
」
を
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
意
味
を
問
い
か
け
る
。

以
下
、
目
次
を
あ
げ
、
順
を
追
っ
て
み
て
い
く
。

第
一
章
「
心
」
の
構
造
（
そ
の
1
）

六
七


