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第
一
章
　
天
秤
の
上
の
言
葉

も
し
時
間
を
逆
戻
り
さ
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
喜
ん
で
『
定
義
』
が
誕
生
し
た

一
九
七
五
年
に
戻
り
た
い
。
ま
だ
一
〇
歳
の
少
年
の
好
奇
心
で
、
私
の
手
に
握
ら
れ

た
ド
イ
ツ
製
の
Ｈ
Ｂ
鉛
筆
が
紙
の
上
を
走
る
音
に
耳
を
傾
け
、
あ
る
い
は
無
鉄
砲
に

東
京
都
杉
並
区
に
あ
る
そ
の
欧
風
を
帯
び
た
建
物
の
北
向
き
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
て

み
た
い
。
私
は
ま
る
で
田
舎
か
ら
都
会
に
来
た
子
ど
も
の
よ
う
に
は
に
か
ん
で
、
自

分
の
目
線
を
ず
っ
と
大
都
会
で
生
活
し
て
い
る
詩
人
谷
川
俊
太
郎
の
目
線
に
合
わ
せ

る
勇
気
も
な
い
だ
ろ
う
。
想
像
の
世
界
で
北
軽
井
沢
の
森
の
中
に
あ
る
ユ
ニ
ー
ク
な

木
造
の
別
荘
に
彼
を
見
か
け
て
も
い
い
。
そ
の
時
の
私
は
、
詩
人
岸
田
衿
子
の
肩
に

乗
せ
た
リ
ス
の
よ
う
にq

、
別
荘
の
周
り
を
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ね
回
っ
て
、
詩
人
谷
川

俊
太
郎
の
注
意
を
引
き
、
彼
の
思
考
を
擾
乱
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
谷
川
俊
太
郎
本

人
に
『
定
義
』
が
東
京
の
自
宅
で
書
か
れ
た
の
か
そ
れ
と
も
森
の
中
の
別
荘
で
書
か

れ
た
の
か
を
確
認
し
た
こ
と
は
な
い
。
ほ
ぼ
三
〇
年
の
月
日
が
経
っ
て
し
ま
い
、
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
追
究
す
る
の
は
す
で
に
無
意
味
に
な
っ
た
。
重
要
な
の
は
、『
定

義
』
が
思
潮
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
一
九
七
五
年
に
、
人
々
に
記
憶
を
残
し
た
「
戦
争

の
二
〇
世
紀
」
に
お
け
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、『
定
義
』
の
創
作
は
、
戦
争
や
当
時
の
国
際
情
勢
と
全
然
関
係
が
な
か

っ
た
と
い
え
る
。
戦
争
と
関
係
が
あ
る
の
は
、「
死
ん
だ
男
の
残
し
た
も
の
は
」
の

類
の
詩
篇
で
あ
る
。
谷
川
俊
太
郎
の
七
〇
種
余
り
の
詩
集
か
ら
見
れ
ば
、『
定
義
』、

『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
川
下
り
』、『
夜
中
に
台
所
で
ぼ
く
は
き
み
に
話
し
か
け
た
か
っ

た
』、『
日
本
語
の
カ
タ
ロ
グ
』、『
詩
め
く
り
』
な
ど
は
み
な
彼
の
全
体
的
創
作
風
格

と
異
な
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
多
分
谷
川
が
自
ら
エ
ッ
セ
イ
で
言
及
し
た

「
ひ
と
つ
の
書
き
方
を
続
け
る
と
す
ぐ
に
そ
れ
に
不
満
を
感
じ
、
飽
き
て
し
ま
う
」

と
い
う
こ
と
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
飽
き
て
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
は
、

詩
人
の
、
詩
の
方
法
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
一
種
の
使
命
感
と
理
解
し
て
い
い
。
谷

川
俊
太
郎
の
半
世
紀
余
り
の
創
作
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
各
時
期
に
お
け
る
変
化

は
、
起
伏
は
急
激
で
明
ら
か
な
も
の
で
は
な
い
が
、
変
化
そ
の
も
の
は
ず
っ
と
彼
の

創
作
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
の
谷
川
俊
太
郎
は
基
本
的

に
「
純
粋
詩
」
の
創
作
に
傾
い
て
い
た
。
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
と
『
六
十

二
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
及
び
『
旅
』
は
最
も
典
型
的
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
時
期
の

作
品
は
ま
っ
た
く
ヴ
ァ
レ
リ
ー
（V

alery,
1872

〜1945

）
が
一
九
三
三
年
に
提
唱
し

た
「
純
粋
詩
」
の
理
論
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
観
念
と
イ
メ
ー
ジ
と
の
統
一
は
彼
の

よ
り
多
く
の
詩
作
に
感
性
の
光
芒
を
与
え
た
。
言
葉
の
機
転
や
変
化
の
多
さ
、
直
覚

秩
序
の
構
築
、
詩
性
の
豊
満
と
形
式
的
論
理
の
整
い
…
…
想
像
、
感
覚
、
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
創
造
は
彼
の
詩
に
お
い
て
有
機
的
統
合
を
遂
げ
、
彼
の
作
品
に
非
詩

的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
ま
っ
た
く
感
じ
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
谷
川
俊
太

郎
に
と
っ
て
、
早
期
の
二
〇
年
に
お
け
る
変
化
は
彼
の
創
作
全
体
の
中
の
「
小
さ
な

変
化
」
と
い
う
の
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
小
さ
な
変
化
」
は
詩
集
『
あ
な

た
に
』
と
『
２
１
』
に
明
ら
か
に
表
わ
れ
て
い
る
。
七
〇
年
代
、
八
〇
年
代
に
な
っ
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て
、
谷
川
俊
太
郎
の
本
格
的
な
変
化
の
軌
跡
が
や
っ
と
具
体
的
に
顕
現
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
う
ち
、『
定
義
』
は
彼
が
変
化
を
求
め
る
頂
点
の
作
で
あ
る
と
い
え
る
。

詩
集
『
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
川
下
り
』
の
探
索
精
神
と
前
衛
的
風
格
、
お
よ
び
そ
れ

が
帯
び
て
い
る
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
意
味
は
検
討
に
値
す
る
が
、『
日
本
語
の

カ
タ
ロ
グ
』
の
叙
事
性
と
グ
ロ
デ
ス
ク
性
、
お
よ
び
詩
人
が
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
詩

の
表
現
空
間
を
広
げ
よ
う
と
す
る
戮
力
は
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
に
値
す
る
。
こ
の
二

冊
の
詩
集
に
比
べ
て
、『
夜
中
に
台
所
で
ぼ
く
は
き
み
に
声
を
か
け
た
か
っ
た
』
で

は
、
詩
人
は
軽
快
な
行
文
や
談
話
式
の
口
調
で
テ
ク
ス
ト
に
入
り
、
そ
の
言
葉
を
流

暢
で
自
然
な
も
の
に
し
、
し
か
も
実
際
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
う
い

う
点
で
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ま
で
の
谷
川
俊
太
郎
の
詩
テ
ク
ス
ト
と
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
定
義
』
と
い
う
詩
集
の
構
成
と
い
ち
い
ち
の
詩
篇
の
構
成

は
更
に
独
特
に
見
え
る
。
そ
の
独
特
さ
は
、
詩
人
が
文
字
を
以
っ
て
集
中
的
に
詩
篇

の
意
味
と
意
義
を
最
後
ま
で
追
及
し
、
言
葉
に
よ
り
原
始
的
な
秩
序
を
最
大
限
に
回

復
さ
せ
、
言
語
を
言
語
の
本
源
に
戻
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
自
分
の
定
義
に
つ
い
て
の
命
名
の
た
め
に
立
脚
点
を
見
つ
け
、
そ
の
定
義
を

言
葉
の
中
か
ら
浮
か
ば
せ
、
そ
の
存
在
意
義
を
顕
現
さ
せ
る
。
あ
る
詩
篇
、
た
と
え

ば
「
非
常
に
困
難
な
物
」、「
道
化
師
の
朝
の
歌
」、「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」、「
鋏
」、

「
コ
ッ
プ
へ
の
不
可
能
な
接
近
」、「
コ
ッ
プ
を
見
る
苦
痛
と
快
楽
に
つ
い
て
」
な
ど

に
お
い
て
、
虚
構
と
隠
喩
の
方
法
を
用
い
、
あ
る
い
は
虚
実
を
交
差
さ
せ
る
方
法
を

用
い
た
が
、
そ
の
模
糊
た
る
概
念
は
言
葉
の
本
意
の
究
明
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
わ
け

で
も
な
い
。
詩
人
が
こ
こ
で
演
じ
た
の
は
言
語
弁
護
士
の
よ
う
な
役
で
あ
る
。
い
ろ

い
ろ
と
工
夫
を
し
て
、
意
味
と
意
義
の
命
名
の
成
立
の
た
め
に
証
拠
を
見
つ
け
、
定

義
の
真
理
の
た
め
に
弁
護
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
詩
集
の
中
で
、
言
葉
は
詩
人
に
厳

選
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
詩
人
に
天
秤
の
上
に
載
せ
て
い
ち
い
ち
慎
ん
で

量
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
位

置
に
置
か
れ
て
、「
定
義
」
の
抽
象
の
意
義
と
実
際
の
意
義
の
成
立
の
た
め
に
十
分

な
説
得
力
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。『
定
義
』
は
詩
人
が
力
を
尽
く
し
て
命
名
し
た

結
果
で
あ
り
、
ま
た
「
も
の
」（
即
ち
物
象
）
が
『
定
義
』
に
お
け
る
自
ら
の
「
発
言
」

の
記
録
で
も
あ
る
。『
定
義
』
の
表
現
上
の
直
接
性
と
写
実
性
は
、
わ
れ
わ
れ
に
リ

ア
リ
ズ
ム
や
形
而
上
的
絵
画
作
品
を
思
い
出
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
詩
人
の
父
谷
川
徹
三
が
『
現
代
詩
手
帖
』
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
際
に
、

『
定
義
』
が
芸
術
的
な
面
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
画
家
モ
ラ
ン
デ
ィ
（M

oran
di,
1890

〜1964

）
と
日
本
画
家
坂
本
繁
二
郎
の
絵
画
作
品
と
の
共
通
性
を
対
照
し
な
が
ら
論

じ
た
こ
と
が
あ
るw

。
そ
の
中
で
、『
定
義
』
と
そ
れ
ら
の
絵
画
作
品
は
「
微
妙
な
色

や
光
に
よ
っ
て
物
の
形
を
捉
え
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
感
覚
的
直
接
性
と
観
念
的
純
粋

性
か
ら
来
る
」
点
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、『
定
義
』
の

散
文
体
の
文
体
を
賞
賛
し
、
そ
の
将
来
性
を
あ
つ
く
期
待
し
た
。『
定
義
』
と
谷
川

俊
太
郎
の
ほ
か
の
詩
集
に
比
べ
て
も
う
一
つ
の
明
ら
か
な
違
い
は
、「
壱
部
限
定
版

詩
集
〈
世
界
の
雛
形
〉
目
録
」
だ
け
が
詩
行
の
形
で
書
か
れ
た
以
外
に
、
ほ
か
の
詩

篇
は
す
べ
て
散
文
や
散
文
詩
の
形
で
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
、
当
詩
集
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
の
反
響
を
思
い
出
せ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

大
岡
信
、
北
川
透
ら
が
『
朝
日
新
聞
』
や
『
読
売
新
聞
』、『
週
刊
朝
日
』、『
読
書
新

聞
』
な
ど
に
評
論
を
掲
載
し
、『
定
義
』
を
十
分
に
肯
定
し
た
。
大
岡
信
は
『
朝
日

新
聞
』
で
『
定
義
』
の
創
作
は
詩
人
が
「
日
本
の
散
文
と
詩
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て

い
る
曖
昧
な
灰
色
の
領
域
を
、
詩
作
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
深
く
掘
り
起
こ
し
、

た
し
か
め
、
あ
わ
よ
く
ば
詩
の
領
域
を
よ
り
一
層
明
確
に
す
る
と
と
も
に
押
し
ひ
ろ

げ
よ
う
と
い
う
の
が
、
谷
川
俊
太
郎
の
意
図
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
北
川

透
は
『
読
売
新
聞
』
で
「
論
理
学
上
の
定
義
で
世
界
が
視
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
領
域
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
定
義
に
よ
っ
て
も
近
接
不
可
能
な
領
域
に
、
詩

の
こ
と
ば
で
で
き
る
か
ぎ
り
接
近
し
て
み
よ
う

―
と
い
う
、
す
で
に
こ
と
ば
に
よ

っ
て
孤
立
を
恐
れ
な
い
谷
川
の
詩
人
と
し
て
の
自
負
と
情
熱
が
か
け
ら
れ
て
い
る
」

と
述
べ
たe

。
一
九
七
五
年
一
一
月
一
四
日
の
『
朝
日
新
聞
』
の
書
評
欄
に
お
い
て
、
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「
言
葉
を
、
精
神
の
明
晰
さ
の
単
位
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
、
詩
人
の
執
拗
な
意

思
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
存
在
あ
る
い
は
物
を
手
探
り
つ
つ
自
己
を
証

明
し
よ
う
と
す
る
、
意
識
の
精
密
な
行
為
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
。
き
わ
め
て
抽
象

的
で
、
知
的
な
世
界
が
開
く
」
と
い
う
よ
う
な
評
論
が
あ
り
、
し
か
も
『
定
義
』
は

「
詩

―
あ
る
い
は
日
常
の
中
の
普
通
の
言
葉
に
、
も
う
一
度
新
し
い
問
い
を
発
し

て
い
る
行
為
で
あ
り
、
作
品
な
の
だ
」
と
称
し
て
い
るr

。
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
角
度
か

ら
『
定
義
』
を
解
読
し
分
析
・
論
述
し
た
文
章
は
詩
集
が
出
さ
れ
て
以
来
今
で
も
相

次
い
で
現
れ
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
い
こ
と
か
ら
も
、
日
本
詩
壇
に
お
け
る
『
定

義
』
へ
の
重
視
度
が
ど
れ
ほ
ど
高
い
か
が
裏
付
け
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
　
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ポ
ン
ジ
ュ
の
示
唆

詩
集
『
定
義
』
と
『
夜
中
に
台
所
で
ぼ
く
は
き
み
に
話
し
か
け
た
か
っ
た
』
は
同

年
同
月
同
日
に
（
前
者
は
思
潮
社
、
後
者
は
青
土
社
よ
り
）
刊
行
さ
れ
た
「
双
生
児
」

で
あ
る
が
、
筆
者
は
『
定
義
』
の
ほ
う
を
評
価
し
た
い
。
多
種
多
様
な
日
本
戦
後
現

代
詩
の
中
で
、
谷
川
は
『
定
義
』
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
元
祖
だ
と
い
え
る
か
ど
う

か
は
知
ら
な
い
が
、
筆
者
の
日
本
戦
後
現
代
詩
に
関
す
る
限
ら
れ
た
閲
読
の
中
で
、

『
定
義
』
は
無
二
で
抜
群
な
存
在
で
あ
る
と
思
う
。
同
一
の
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
同

一
の
詩
集
の
中
で
系
統
的
・
集
中
的
に
、
か
つ
的
確
に
言
語
の
意
義
を
抽
出
し
、
し

か
も
数
多
く
の
読
者
や
評
論
家
の
注
目
・
共
感
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、『
定
義
』

以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。『
定
義
』
の
価
値
は
、
そ
れ
が
言
語
意
義
の
内
在
的
本
質

（
抽
象
と
具
象
、
暗
示
と
本
意
が
含
ま
れ
て
い
る
）
や
詩
人
の
詩
歌
美
意
識
を
明
ら
か
に

し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
詩
人
が
詩
と
散
文
の
間
で
往
来
す
る
た

め
の
努
力
に
も
あ
る
。
詩
人
は
こ
こ
で
身
を
以
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
詩
の
別
の
書
き
方

や
表
現
方
式
の
可
能
性
を
実
演
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。『
定
義
』
は
わ
れ
わ
れ
が

抱
い
て
い
る
固
定
観
念
へ
の
揺
さ
振
り
で
あ
り
、
ま
た
詩
と
い
う
固
有
概
念
の
転
覆

と
裏
切
り
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
批
判
意
識
と
実
験
精
神
と
い
う
二
大
要
素

を
持
っ
て
い
る
。『
定
義
』
の
創
作
は
詩
人
の
「
日
本
語
は
散
文
の
形
で
さ
え
、
意

味
を
的
確
に
表
現
で
き
な
い
」
と
い
う
遺
憾
の
念
を
助
け
励
ま
し
、
日
本
語
の
生
ま

れ
つ
き
の
表
現
上
の
不
可
能
を
可
能
に
し
た
。
日
本
語
自
体
の
曖
昧
性
を
打
破
し
、

言
語
の
意
義
を
も
っ
と
も
精
確
な
と
こ
ろ
ま
で
精
確
に
さ
せ
た
。
そ
れ
こ
そ
谷
川
俊

太
郎
が
『
定
義
』
を
創
作
し
た
初
志
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
定
義
』
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
谷
川
俊
太
郎
が
フ
ラ
ン
ス
現
代
詩
人
フ
ラ
ン
シ

ス
・
ポ
ン
ジ
ュ
（F

·
P

on
ge,
1899

〜1988

）
の
示
唆
を
受
け
た
こ
と
に
気
づ
い
た
学

者
や
評
論
家
が
い
た
しt

、
谷
川
俊
太
郎
自
身
も
最
近
の
対
談
で
筆
者
に
言
及
し
た
こ

と
も
あ
るy

。
そ
し
て
、
一
九
七
二
年
に
晶
文
社
刊
行
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
散
文
』
に
所

収
さ
れ
た
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
の
便
り
」
の
中
で
、
谷
川
俊
太
郎
も
「『
物
の
味

方
』
は
我
々
日
本
の
現
代
詩
人
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
」
と
明
言
し
た
こ
と
が

あ
る
。
実
際
に
は
、
ポ
ン
ジ
ュ
の
散
文
体
は
西
洋
に
お
い
て
は
歴
史
の
長
い
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
散
文
体
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
こ
の
種
の
文
体
の
根
源
を
求
め
る
余
裕
は
な
い
が
、
ポ
ン
ジ
ュ
と
い
う
と
、

日
本
の
詩
人
は
知
ら
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
六
〇
・
七
〇
年
代
、
ポ
ン
ジ
ュ
の

作
品
が
た
く
さ
ん
日
本
に
翻
訳
さ
れ
、『
現
代
詩
手
帖
』、『
貘
』、『
罌
粟
』、『
ユ
リ

イ
カ
』
な
ど
の
雑
誌
も
枚
数
を
惜
し
ま
ず
ポ
ン
ジ
ュ
を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
。
一

九
七
一
年
、
ポ
ン
ジ
ュ
の
代
表
作
『
物
の
味
方
』
は
阿
部
弘
一
に
翻
訳
さ
れ
て
思
潮

社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
当
詩
集
は
一
九
四
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
が
、
所
収
作
品
の
大

半
は
三
〇
年
代
後
半
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
集
が
出
さ
れ
て

二
年
後
の
一
九
四
四
年
、
サ
ル
ト
ル
は
「
人
と
物
」
と
い
う
論
文
の
中
で
、
当
詩
集

を
高
く
評
価
し
た
。
一
九
九
六
年
、
小
沢
書
店
も
阿
部
良
雄
訳
『
ポ
ン
ジ
ュ
詩
集
』

を
刊
行
し
た
。
読
書
や
谷
川
と
の
対
談
を
通
じ
て
、
ポ
ン
ジ
ュ
は
七
〇
年
代
の
日
本

に
お
い
て
大
変
有
名
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。『
定
義
』
が
刊
行
さ
れ
る

前
の
一
九
七
〇
年
四
月
中
旬
頃
、
ポ
ン
ジ
ュ
と
谷
川
俊
太
郎
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
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れ
た
米
国
国
会
図
書
館
主
催
の
国
際
詩
祭
に
参
加
し
た
際
、
初
め
て
面
会
し
、
話
を

交
わ
し
た
こ
と
も
あ
る
。
谷
川
俊
太
郎
に
「
あ
な
た
は
日
本
で
も
大
変
有
名
で
す
よ
」

と
い
わ
れ
る
と
、
高
齢
の
ポ
ン
ジ
ュ
は
驚
き
、
半
信
半
疑
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
谷
川
は
一
九
七
二
年
の
晶
文
社
で
出
版
し
た
散
文
集
『
散
文
』
の
中

の
一
篇
で
あ
る
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
の
手
紙
」
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
…
…
七

時
半
。
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ポ
ン
ジ
ュ
。
僕
に
と
っ
て
は
真
打
中
の
真

打
と
思
え
る
の
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。『
物
の
味

方
』
は
我
々
日
本
の
現
代
詩
人
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
っ
た
ら
、
な
か
な

か
信
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
か
ら
顔
の
と
て
も
い
き
い
き
し
た
お
じ
い
さ
ん
」。
ポ

ン
ジ
ュ
が
こ
の
世
を
去
っ
た
一
九
八
八
年
八
月
六
日
ま
で
の
二
人
の
唯
一
の
面
会
で

も
あ
っ
た
が
。

わ
れ
わ
れ
は
『
定
義
』
が
ポ
ン
ジ
ュ
の
影
響
の
「
産
物
」
で
あ
る
こ
と
を
否
認
は

で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
形
式
と
書
き
方
だ
け
の
真
似
に
過

ぎ
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
真
似
」
と
い
う
と
、
類
義
語
の
「
模
倣
」
を
す

ぐ
思
い
出
す
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
貶
義
語
と
見
な
さ
れ
、
才
能
と
想
像
力
に
欠
け
る

こ
と
の
代
名
詞
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
石
原
慎
太
郎
の
小
説
は
ヘ
ミ

ン
グ
ウ
ェ
ー
の
模
倣
、
大
江
健
三
郎
の
あ
る
小
説
は
魯
迅
の
模
倣
な
ど
の
説
も
あ
っ
た
）
が
、

実
際
に
は
、「
真
似
」
や
「
模
倣
」
は
詩
人
や
作
家
の
成
長
に
と
っ
て
は
非
常
に
重

要
な
こ
と
で
あ
り
、
成
熟
す
る
た
め
の
無
視
で
き
な
い
段
階
の
一
つ
で
あ
る
。
ギ
リ

シ
ア
の
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotle,

紀
元
前384

〜322

）
は
そ
の
有
名
な

『
詩
論
』
の
中
で
、「
詩
と
い
う
の
は
人
間
活
動
を
模
倣
す
る
作
品
で
あ
る
」
と
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
。
無
論
、
こ
こ
で
言
う
「
真
似
」
や
「
模
倣
」
は
狭
義
的
な
「
複

製
」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
人
間
が
感
性
認
識
や
情
感
体
験
を
通
じ

て
の
外
部
世
界
へ
の
再
命
名
と
再
創
造
で
あ
る
。
事
実
上
、
世
界
中
各
国
の
文
学
も

相
互
示
唆
や
相
互
刺
激
で
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
西
洋
イ
マ
ジ
ズ
ム
、

な
い
し
パ
ウ
ン
ド
ら
の
イ
マ
ジ
ズ
ム
作
品
の
誕
生
・
生
成
は
中
国
古
典
詩
歌
や
日
本

の
俳
句
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
魯
迅
と
同
じ

よ
う
に
日
本
に
留
学
し
医
学
を
放
棄
し
て
文
学
に
携
わ
っ
た
中
国
現
代
詩
人
郭
沫
若

は
、
自
分
が
「
ハ
イ
ネ
、
ゲ
ー
テ
、
特
に
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
に
師
承
し
始
業
し
た
の
で

あ
る
」
と
率
直
に
告
白
し
た
こ
と
が
あ
る
。
谷
川
も
率
直
で
あ
る
。
ポ
ン
ジ
ュ
の
詩

集
『
物
の
味
方
』（
日
本
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
ほ
か
の
作
品
も
含
ま
れ
る
が
）
の
出
版
年

月
と
谷
川
俊
太
郎
の
『
定
義
』
の
出
版
年
月
か
ら
見
れ
ば
、
影
響
関
係
は
一
目
瞭
然

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、『
物
の
味
方
』
お
よ
び
ポ
ン
ジ
ュ
の
ほ
か
の
作
品
は
『
定
義
』

の
「
母
体
」
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
母
体
」
は
た
だ
「
外
殻
」
に

だ
け
限
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ポ
ン
ジ
ュ
と
谷
川
俊
太
郎
と
の
間
で
は
、
つ
ま

り
、
言
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
と
日
本
語
）
の
障
害
も
存
在
し
て
い
る
し
、
文
化
的
背
景
の

差
異
や
詩
人
と
し
て
の
世
界
認
識
の
違
い
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
物
の
味
方
』
と
『
定
義
』
の
間
に
は
三
〇
余
年
の
距
離
が
あ
る
。
前
者
は
第
二

次
世
界
大
戦
中
に
誕
生
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
戦
し
た
後

の
平
和
な
日
本
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
も
し
『
定
義
』
が
サ
ル
ト
ル
の
健
在
し
た

時
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
は
、
親
近
感
を
持
ち
、
賞

賛
を
表
明
し
た
ポ
ン
ジ
ュ
の
文
体
と
通
底
し
て
い
る
『
定
義
』
に
再
び
心
を
動
か
さ

れ
た
だ
ろ
う
と
私
は
信
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
も
し
サ
ル
ト
ル
が
、
日
本
語
と
い
う

言
語
は
表
現
困
難
の
言
葉
で
あ
る
と
分
か
る
の
な
ら
ば
。

『
物
の
味
方
』
と
比
べ
て
、『
定
義
』
は
深
さ
と
広
さ
お
よ
び
芸
術
性
に
お
い
て
一

段
と
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
や
生
活
、
生
命
、

身
体
に
よ
り
近
づ
い
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
微
妙
な
差
異
は
東
洋
と
西
洋
の

差
異
に
由
来
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢
字
文
化
圏
の
読
者
の
私
に
と
っ
て
、

『
定
義
』
の
詩
性
文
化
の
特
徴
を
た
っ
ぷ
り
味
わ
え
る
と
い
え
る
。

『
物
の
味
方
』
と
『
定
義
』
は
中
国
古
来
の
い
わ
ゆ
る
「
詠
物
詩
」
に
属
し
て
い

る
と
い
え
る
。
し
か
も
両
者
は
い
ず
れ
も
詩
人
の
主
観
的
色
彩
を
あ
ま
り
強
調
せ
ず
、

客
観
的
に
、
時
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
で
真
実
な
「
定
義
」
あ
る
い
は
意
義
の
輪
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郭
を
描
き
、「
言
葉
に
対
す
る
厳
密
に
客
観
主
義
的
な
唯
物
論
的
」（
ポ
ン
ジ
ュ
）
な

も
の
で
あ
る
。
理
論
に
長
じ
な
い
谷
川
俊
太
郎
は
対
談
だ
け
で
『
定
義
』
に
言
及
し

た
こ
と
が
あ
る
以
外
に
、
特
に
こ
の
詩
集
の
た
め
に
何
か
を
書
い
た
り
し
た
こ
と
は

な
い
。
し
か
し
、
ポ
ン
ジ
ュ
は
ま
っ
た
く
違
う
。
日
本
語
訳
の
作
品
集
の
年
譜
か
ら

見
れ
ば
、
少
な
く
と
も
『
ど
の
よ
う
に
、
そ
し
て
な
ぜ
、
言
語
の
新
し
い
容
貌
を
構

成
す
る
の
か
』
な
ど
二
冊
以
上
の
理
論
著
作
が
あ
る
と
分
か
る
。「
物
」
の
解
釈
に

つ
い
て
、
彼
は
「
物
は
即
ち
詩
学
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
の
中
で
「
物
は
即
ち
詩
学

で
あ
る
。
わ
れ
ら
の
魂
は
及
物
的
で
あ
り
、
一
つ
の
物
を
そ
の
直
接
目
的
語
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
問
題
の
急
所
は
、
最
も
荘
厳
な
関
係
に
あ
る

―
そ
れ
を
具
有
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
な
る
こ
と
だ
。
人
間
は
物
と
我
と
の
間
で
は
ぼ
ん
や
り
し
て

い
る
が
、
芸
術
家
は
直
接
に
こ
の
よ
う
な
状
態
に
迫
っ
て
く
る
。
そ
う
、
芸
術
家
に

だ
け
そ
の
道
理
が
わ
か
る
の
だ
。
そ
れ
は
完
璧
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
心
の
中
の

清
泉
で
あ
るu

」
と
述
べ
た
。
ポ
ン
ジ
ュ
の
こ
の
理
論
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
谷
川
俊

太
郎
の
『
定
義
』
も
こ
の
よ
う
な
理
念
の
枠
の
中
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
散
文

体
の
形
で
「
物
」
を
詠
嘆
の
対
象
に
し
た
点
に
お
い
て
、
谷
川
俊
太
郎
は
明
ら
か
に

ポ
ン
ジ
ュ
ら
に
よ
り
切
り
開
か
れ
た
伝
統
を
師
承
し
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
章
　
テ
ク
ス
ト
の
異
同

前
述
し
た
よ
う
に
、『
定
義
』
に
は
詩
行
の
形
を
取
っ
た
作
品
が
一
つ
あ
る
が
、

こ
れ
は
ポ
ン
ジ
ュ
の
『
物
の
味
方
』
に
は
な
か
っ
た
も
の
だ
。
詩
人
入
沢
康
夫
へ
の

贈
答
詩
と
し
て
書
か
れ
た
こ
の
「
壱
部
限
定
版
詩
集
〈
世
界
の
雛
形
〉
目
録
」
は
、

は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
名
称
の
羅
列
で
、
ま
っ
た
く
無
意
味
な
遊
び
の
よ
う
に
み

え
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
見
無
意
味
な
表
現
の
奥
に
、
詩
人
は
あ
る
種
の
意
味
を

伝
え
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
無
意
味
は
実
は
そ
れ
自
体
の
意
味
を
意
味
し
て
い
る
。

『
定
義
』
の
精
確
な
含
意
は
こ
の
作
品
の
中
で
力
強
く
表
現
さ
れ
、
物
の
具
体
的
な

名
称
、
数
字
、
価
格
、
場
所
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
の
あ
る
ほ
か
の
物
も
文
字
の
流
動

の
情
緒
に
従
っ
て
非
常
に
精
緻
に
説
明
さ
れ
て
い
て
、
ま
る
で
谷
川
俊
太
郎
の
詩
の

「
魔
術
箱
」
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
谷
川
俊
太
郎
の
「
万

華
鏡
」
の
よ
う
で
あ
る
。
物
の
名
称
は
作
品
の
中
で
変
幻
極
ま
り
な
く
使
わ
れ
、
言

葉
の
累
加
も
整
然
と
し
て
い
る
。
そ
の
書
き
方
は
谷
川
俊
太
郎
の
半
世
紀
に
も
わ
た

る
創
作
に
お
い
て
唯
一
の
試
み
で
あ
り
、
冒
険
で
あ
る
。「
こ
れ
は
詩
な
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
詰
問
に
よ
っ
て
、『
定
義
』
の
ほ
か
の
作
品
を
追
及
す
る
の
と
同
じ
よ

う
に
こ
の
作
品
を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
時
間
が
沈
黙
の
唇
を
開
け
る
の
を

待
て
ば
、
私
の
答
え
は
肯
定
的
で
あ
る
。
私
達
は
こ
の
作
品
の
現
代
的
情
緒
に
注
目

す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

『
物
の
味
方
』
と
『
定
義
』
の
目
次
か
ら
見
れ
ば
、
前
者
の
ほ
う
が
わ
り
に
量
が

多
い
よ
う
で
、
合
計
三
二
篇
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
自
然
を
描
写
す
る
も
の
は
量
が
少

な
く
な
く
（
た
と
え
ば
「
雨
」、「
秋
の
終
り
」、「
霧
の
世
界
で
樹
は
解
体
す
る
」、「
季
節
の

循
環
」、「
蝶
」、「
苔
」、「
海
辺
」、「
植
物
」
な
ど
）、
自
然
を
通
し
て
生
命
や
真
理
を
究

明
し
よ
う
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
量
が
や
や
少
な
く
、
合
計
二
四
篇

あ
る
。
ポ
ン
ジ
ュ
と
異
な
る
の
は
、
谷
川
俊
太
郎
は
生
活
と
生
命
（
あ
る
い
は
人
間
）

と
関
係
の
あ
る
物
を
描
く
こ
と
に
偏
重
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
道
化

師
の
朝
の
歌
」、「
鋏
」、「
コ
ッ
プ
へ
の
不
可
能
な
接
近
」、「
不
可
避
な
汚
物
と
の
邂

逅
」、「
り
ん
ご
へ
の
固
執
」、「
私
の
家
へ
の
道
順
の
推
敲
」、「
棲
息
の
条
件
」、「
擬

似
解
剖
学
的
な
自
画
像
」、「
咽
喉
の
暗
闇
」
な
ど
に
お
い
て
、
谷
川
俊
太
郎
は
生
命

自
体
を
通
じ
て
生
命
や
真
理
を
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
両
者
と
も
「
水
」
に
つ
い
て
の
描
写
を
忘
れ
て

い
な
い
こ
と
だ
。
ポ
ン
ジ
ュ
の
「
水
」
は
こ
う
で
あ
る
。

私
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
、
つ
ね
に
私
よ
り
低
い
と
こ
ろ
に
、
水
は
あ
る
。
そ
れ
を

み
る
た
め
に
、
必
ず
私
は
眼
を
下
に
向
け
る
。
ま
る
で
、
地
面
か
、
地
面
の
一
部
分
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か
、
地
面
の
変
化
で
も
み
る
よ
う
に
。

水
は
、
透
明
で
き
ら
き
ら
光
る
。
形
を
も
た
ず
、
新
鮮
で
あ
り
、
受
動
的
で
あ
る

の
に
、
自
分
の
た
だ
ひ
と
つ
の
悪
癖
に
は
か
た
く
な
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
重
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
悪
癖
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
水
は
、
迂
回

し
、
浸
透
し
、
浸
蝕
し
、
浸
潤
し
、
数
々
の
奇
妙
な
手
段
を
弄
す
る
。

こ
の
悪
癖
は
、
水
自
身
の
内
部
で
も
作
用
し
て
い
る
。
水
は
た
え
ず
崩
れ
落
ち
、

ど
の
瞬
間
に
も
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
放
棄
し
、
ひ
た
す
ら
忍
従
し
、
死
体
さ
な
が
ら
地

面
に
腹
這
い
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
ま
る
で
ど
こ
か
の
教
団
の
修
道
僧
た
ち
の
よ

う
に
。
つ
ね
に
低
く
、
も
っ
と
低
く
、
向
上
の
反
対
、
と
い
う
の
が
水
の
銘
言
で
あ

る
ら
し
い
。

★

水
は
気
狂
い
な
の
だ
、
と
さ
え
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
る
で
固
定
観
念
の
よ
う
に
も

っ
て
い
る
、
自
分
の
重
さ
に
し
か
従
う
ま
い
と
い
う
、
水
の
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
欲
望

の
故
に
。

無
論
、
世
の
中
の
す
べ
て
の
も
の
は
こ
の
欲
望
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
欲
望
は
、

つ
ね
に
、
ど
ん
な
場
所
で
も
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
こ
の
戸

棚
が
地
面
に
へ
ば
り
つ
こ
う
と
す
る
欲
望
は
頑
強
そ
の
も
の
だ
。
そ
し
て
、
他
日
、

も
し
平
衡
を
失
っ
た
と
感
じ
た
な
ら
、
戸
棚
は
、
平
衡
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
よ
り

も
、
逆
に
自
分
か
ら
崩
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
結
局
、
或
る

程
度
、
重
さ
と
い
う
も
の
を
も
て
あ
そ
び
、
軽
視
し
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
戸
棚

は
そ
の
す
べ
て
の
部
分
部
分
に
崩
壊
し
つ
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
し
、

そ
の
軒
蛇
腹
も
玉
縁
も
そ
ん
な
こ
と
に
は
承
服
し
な
い
。
戸
棚
の
中
に
は
、
自
分
の

個
性
と
形
態
と
を
護
る
ひ
と
つ
の
抵
抗
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

液
体
を
定
義
す
れ
ば
、
形
態
を
保
持
す
る
こ
と
よ
り
も
重
さ
に
従
う
も
の
、
自
分

の
重
さ
に
従
う
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
拒
絶
す
る
も
の
、
だ
。
そ
れ
は
、
さ
ら
に
、

こ
の
固
定
観
念
、
こ
の
病
的
な
懸
念
の
故
に
、
す
べ
て
の
形
態
を
失
う
。
そ
の
こ
と

に
拍
車
を
か
け
、
性
急
に
し
、
あ
る
い
は
停
滞
さ
せ
た
り
す
る
悪
癖
。
そ
の
無
定
形

性
、
あ
る
い
は
強
暴
性
、
無
定
形
性
で
あ
り
か
つ
強
暴
な
、
た
と
え
ば
穴
を
も
穿
つ

強
暴
性
、
浸
潤
し
、
迂
回
す
る
狡
猾
さ
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
、
水
を

意
の
ま
ま
に
パ
イ
プ
に
通
し
、
垂
直
に
噴
出
さ
せ
、
そ
れ
が
雨
と
な
っ
て
砕
け
散
る

様
子
を
、
ま
さ
し
く
そ
の
奴
隷
性
を
た
の
し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
太
陽
と
月
は
、
こ
の
頑
迷
な
機
能
を
嫉
み
、
水
が
広
々
と
拡
が
っ
て
い
た

り
、
特
に
、
小
さ
な
水
溜
り
に
分
散
し
て
無
抵
抗
の
状
態
に
あ
っ
た
り
す
る
と
、
こ

れ
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
太
陽
は
、
そ
の
と
き
、
も
っ
と
大
き
な
貢
物
を
手
に
入
れ

る
。
水
に
永
久
的
回
転
運
動
を
課
し
、
ま
る
で
そ
の
輪
の
中
の
栗
鼠
の
よ
う
に
あ
し

ら
う
の
だ
。

★

水
は
私
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
…
…
指
の
間
か
ら
糸
を
引
く
よ
う
に
す
り
ぬ
け
て
ゆ

く
。
そ
れ
も
ど
う
か
！
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
感
触
も
な
い
の
だ
（
と
か
げ
や
蛙

も
そ
う
だ
）。
手
に
そ
の
痕
跡
や
し
み
が
残
っ
て
い
て
、
少
し
時
間
を
か
け
て
乾
か
す

と
か
、
拭
き
と
っ
て
し
ま
う
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
水
は
私
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
。

け
れ
ど
も
痕
跡
が
残
る
。
私
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
が
。

観
念
学
的
に
言
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
水
は
私
か
ら
逃
げ
て
ゆ
く
。
ど
う
定
義
し

て
も
逃
げ
去
る
。
だ
が
、
私
の
精
神
の
な
か
に
、
そ
し
て
こ
の
紙
の
上
に
、
そ
の
痕

跡
を
、
形
の
定
ま
ら
な
い
し
み
を
、
残
し
て
い
る
の
だ
。

★

水
の
不
安
定
性
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
傾
斜
の
変
化
に
も
敏
感
だ
。
両
足
を
揃
え
て

階
段
を
と
び
お
り
る
。
遊
び
好
き
で
、
幼
児
の
よ
う
に
従
順
。
こ
ち
ら
側
の
傾
斜
を

変
え
て
呼
び
か
け
れ
ば
、
い
そ
い
で
戻
っ
て
く
る
。―

ポ
ン
ジ
ュ
「
水
に
つ
い
て
」

こ
こ
の
「
水
」
は
や
は
り
水
本
来
の
性
質
で
現
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
既
に
詩
人
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に
精
神
的
品
質
を
付
与
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
水
」
は
外

在
の
生
命
輪
郭
と
内
在
の
生
命
気
質
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ン
ジ
ュ

の
「
水
」
と
比
べ
て
、
谷
川
俊
太
郎
の
「
水
」
は
別
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

先
ず
初
め
に
水
に
濡
れ
た
足
跡
が
消
え
、
次
に
は
か
わ
い
い
え
く
ぼ
と
つ
ぶ
ら
な

眼
が
消
え
た
。
桃
色
の
爪
が
消
え
、
黒
い
捲
毛
が
消
え
、
ひ
ざ
こ
ぞ
う
が
消
え
る
頃

に
は
あ
っ
と
い
う
間
も
な
く
青
空
が
消
え
花
々
が
消
え
、
つ
づ
い
て
文
字
と
い
う
文

字
が
消
え
た
。
も
ち
ろ
ん
兵
士
等
も
消
え
、
錐
、
金
槌
、
ヤ
ッ
ト
コ
な
ど
工
具
類
も

消
え
、
そ
れ
は
思
想
も
ま
た
消
え
た
に
ち
が
い
な
い
と
推
測
さ
せ
る
に
十
分
だ
っ
た
。

即
ち
最
も
不
確
実
な
も
の
ま
で
が
消
え
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
状
態
を
、
す
べ
て
が
消
え
た
と
表
現
す
る
の
は
怠
惰
な
詩
人
の
常
套
手

段
だ
が
、
実
は
そ
の
〈
す
べ
て
が
消
え
た
〉
も
消
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
と
い
う
こ

と
は
こ
の
〈
す
べ
て
が
消
え
た
も
消
え
て
い
た
の
で
あ
り
〉
も
消
え
て
し
ま
っ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
字
句
の
戯
れ
に
う
つ
つ
を
ぬ
か
す
糸
間
も
な
く
、
次
の
瞬

間
に
は
一
匹
の
ぴ
ち
ぴ
ち
し
た
鱒
が
現
れ
た
。
と
思
う
間
も
な
く
つ
づ
い
て
小
川
が
、

そ
し
て
誰
の
も
の
か
分
ら
ぬ
革
鞄
が
、
六
法
全
書
が
、
午
後
二
時
十
三
分
が
現
れ
、

一
方
で
は
恋
人
た
ち
も
現
れ
始
め
て
い
た
。
そ
う
し
た
ま
た
た
く
間
に
水
に
濡
れ
た

足
跡
が
ふ
た
た
び
現
れ
、
か
の
Ｓ
＊
＊
＊
嬢
（
五
歳
五
ヶ
月
）
の
真
裸
の
お
腹
と
そ

の
真
中
の
渦
巻
く
お
へ
そ
と
上
機
嫌
の
笑
顔
も
ま
た
現
れ
た
の
で
あ
る
。

―
谷
川
俊
太
郎
「
水
遊
び
の
観
察
」

ポ
ン
ジ
ュ
の
「
水
」
に
つ
い
て
の
描
写
は
水
全
体
に
着
眼
し
、
水
の
頑
固
さ
と
奴

隷
根
性
お
よ
び
「
私
」
と
「
水
」
の
関
係
を
、
極
め
て
深
い
と
こ
ろ
ま
で
追
究
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
水
」
は
よ
り
広
範
な
精
神
的
含
意
を
持
っ
て
い
る
。
一

方
、
谷
川
俊
太
郎
の
「
水
」
に
つ
い
て
の
描
写
は
水
の
局
部
に
着
眼
し
、
一
人
の
少

女
が
水
を
遊
ぶ
場
面
か
ら
展
開
す
る
。
二
人
は
同
じ
題
材
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

切
り
口
が
ま
っ
た
く
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
が
あ
る
。
谷
川
俊
太
郎
の
「
水
」
は

兵
士
、
詩
人
、
恋
人
、
小
娘
な
ど
の
人
物
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常

生
活
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
「
水
」
と
な
り
、
読
者
に
一
種
の
親
近
感
を
与
え
る
。

無
論
、
こ
こ
で
は
暗
示
の
成
分
を
排
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
。
そ
れ
に
対
し

て
、
ポ
ン
ジ
ュ
の
「
水
」
は
水
の
よ
り
原
始
的
な
品
質
を
帯
び
、
人
間
を
恐
怖
さ
せ

る
よ
う
な
一
面
も
あ
る
し
、
可
愛
い
一
面
も
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
り
広
義
的
な
厚
み

と
広
さ
が
あ
る
。
そ
の
「
水
」
は
、
ま
だ
打
破
さ
れ
て
い
な
い
原
始
的
均
衡
を
保
ち

な
が
ら
、
文
明
の
翻
弄
に
も
従
順
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
ポ
ン
ジ
ュ
は
「
水
」
の
醜

悪
な
一
面
に
も
文
字
を
費
や
し
た
。
要
す
る
に
、
ポ
ン
ジ
ュ
の
「
水
」
と
「
人
」
と

の
関
係
が
生
命
哲
学
の
高
度
に
昇
華
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
谷
川
俊
太

郎
の
「
水
」
は
人
為
的
で
あ
り
、
あ
る
い
は
発
生
過
程
中
の
「
水
」
で
あ
る
。「
生

命
（
あ
る
い
は
人
）」
と
「
水
」
の
関
係
は
よ
り
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
迫
っ
て
い
る
。

前
者
は
わ
れ
わ
れ
に
深
奥
な
思
想
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
が
、
後
者
は
わ
れ
わ
れ
の

生
存
経
験
に
つ
い
て
の
記
憶
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

果
物
に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
、
ポ
ン
ジ
ュ
の
『
物
の
味
方
』
に
は
「
桑
の
実
」

と
「
オ
レ
ン
ジ
」
の
二
篇
が
あ
る
が
、
谷
川
俊
太
郎
の
『
定
義
』
に
は
「
り
ん
ご
へ

の
固
執
」
の
一
篇
し
か
な
い
。
ま
ず
ポ
ン
ジ
ュ
の
「
桑
の
実
」
と
「
オ
レ
ン
ジ
」
を

み
よ
う
。

物
た
ち
の
外
部
に
も
精
神
に
も
通
じ
て
い
な
い
道
筋
の
、
詩
が
書
か
れ
て
い
る
活

字
の
茂
み
の
中
で
、
あ
る
果
実
は
、
一
滴
の
イ
ン
ク
が
つ
ま
っ
て
い
る
球
体
の
集
団

で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

★

そ
れ
ら
は
、
黒
い
も
の
、
薔
薇
色
の
も
の
、
そ
し
て
カ
ー
キ
ー
色
の
も
の
と
集
っ

て
は
房
を
な
し
、
収
穫
期
に
は
非
常
に
生
気
に
満
ち
た
魅
力
を
示
す
、
と
い
う
よ
り

む
し
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
を
含
ん
だ
赤
い
色
の
一
家
族
と
い
っ
た
様
相
を
示
す
。
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種
子
と
果
肉
が
折
り
合
わ
な
い
と
い
う
点
に
な
る
と
、
鳥
た
ち
は
、
種
子
が
喉
か

ら
肛
門
へ
と
通
過
し
て
ゆ
く
間
に
、
結
局
は
残
り
滓
と
な
る
些
細
な
極
く
微
小
な
も

の
と
し
て
そ
れ
ら
を
感
知
す
る
。

★

だ
が
、
詩
人
は
、
自
分
の
業
で
あ
る
道
を
迷
い
な
が
ら
、
理
性
で
種
子
を
選
び
と

る
。
そ
し
て
考
え
る
の
だ
。
《
茨
の
晦
渋
な
錯
雑
さ
に
護
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

非
常
に
脆
弱
な
一
つ
の
花
の
、
忍
耐
づ
よ
い
数
々
の
努
力
が
こ
う
し
て
実
を
結
ぶ
。

他
の
多
く
の
資
質
を
こ
そ
持
っ
て
い
な
い
が
、

―
〈
桑
の
実
〉
は
完
全
に
桑
の
実

な
の
だ

―
こ
の
詩
が
つ
く
ら
れ
る
と
同
じ
よ
う
に
》
と
。―

ポ
ン
ジ
ュ
「
桑
の
実
」

オ
レ
ン
ジ
に
も
、
海
綿
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
圧
搾
の
試
練
に
耐
え
て
も
と
の
容

積
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
欲
望
が
あ
る
。
し
か
し
、
海
綿
で
は
そ
れ
が
成
功
す
る
の

に
、
オ
レ
ン
ジ
で
は
決
し
て
う
ま
く
い
っ
た
た
め
し
が
な
い
。
何
故
な
ら
、
オ
レ
ン

ジ
の
房
は
み
な
破
れ
て
し
ま
い
、
組
織
が
引
き
裂
か
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
た
だ
皮

だ
け
が
、
自
分
の
弾
力
性
の
お
か
げ
で
無
気
力
に
も
と
の
形
態
に
復
帰
す
る
。
だ
が
、

無
論
、
琥
珀
色
の
液
体
は
、
爽
快
さ
と
甘
美
な
芳
香
と
を
と
も
な
っ
て

―
し
か
し

ま
た
、
し
ば
し
ば
未
熟
の
ま
ま
種
子
を
排
出
し
て
し
ま
う
と
い
う
に
が
い
意
識
を
も

と
も
な
っ
て
、
流
れ
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

★

圧
力
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
き
、
こ
の
二
つ
の
流
儀
の
あ
い
だ
で
手
段
を
選
ぶ
べ
き

な
の
で
あ
ろ
う
か
？

―
海
綿
は
、
た
だ
、
筋
肉
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、

風
や
清
潔
な
水
、
汚
れ
た
水
を
い
っ
ぱ
い
吸
い
込
む
。
こ
の
運
動
は
卑
し
い
。
オ
レ

ン
ジ
は
も
っ
と
高
尚
な
好
み
を
も
っ
て
い
る
の
だ
が
、
非
常
に
受
動
的
な
の
だ
。

―
こ
の
香
ば
し
い
犠
牲
…
…
手
を
下
す
者
に
と
っ
て
、
全
く
願
っ
た
り
叶
っ
た
り

な
の
だ
。

★

し
か
し
な
が
ら
、
周
囲
に
甘
美
な
芳
香
を
た
だ
よ
わ
せ
た
り
、
自
分
の
死
刑
執
行

人
を
楽
し
ま
せ
た
り
す
る
そ
の
独
特
な
流
儀
に
つ
い
て
述
べ
た
だ
け
で
は
、
オ
レ
ン

ジ
に
関
し
て
充
分
言
い
つ
く
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
レ
モ
ン
の
果
汁
の
場
合
よ

り
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
口
を
と
が
ら
せ
、
顔
を
し
か
め
て
ま
で
舌

の
小
乳
頭
突
起
を
逆
立
て
な
い
よ
う
に
気
づ
か
う
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
を
飲
み
下
す

と
き
と
同
様
に
、
オ
ラ
ン
ジ
ュ
、
と
発
音
す
る
と
き
に
結
局
は
咽
喉
を
軽
く
開
か
せ

て
し
ま
う
、
こ
の
液
体
の
輝
か
し
い
色
彩
に
つ
い
て
力
説
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
。厚

手
の
、
湿
っ
た
吸
い
取
り
タ
ン
ポ
ン
に
つ
つ
ま
れ
た
、
柔
ら
か
で
傷
み
や
す
い
、

薔
薇
色
の
卵
形
の
球
。
完
璧
な
形
態
を
も
っ
た
こ
の
果
実
に
と
っ
て
、
十
分
な
日
光

を
摂
取
で
き
る
よ
う
に
程
よ
く
ざ
ら
ざ
ら
し
て
い
る
、
鮮
や
か
な
色
の
、
に
が
い
、

極
め
て
薄
い
そ
の
表
皮
。
私
た
ち
は
、
な
お
、
言
葉
も
な
く
、
そ
の
外
観
に
た
だ
感

嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

★

し
か
し
、
い
そ
い
で
進
め
て
き
た
極
め
て
短
い
こ
の
試
論
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
、

―
そ
の
種
子
に
つ
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
極
く
小
さ
な
レ
モ
ン
の
形
を

し
た
こ
の
粒
の
外
観
は
、
レ
モ
ン
の
樹
の
蒼
白
い
茂
み
の
色
を
し
て
お
り
、
内
部
は
、

え
ん
ど
う
や
柔
か
な
萌
芽
の
緑
色
を
し
て
い
る
。
結
実
し
た
球
自
体
が
構
成
し
て
い

る
、
味
、
色
彩
、
芳
香
の
飾
り
提
灯
が
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
破
裂
を
す
る
と
、

―
木
や
枝
や
葉
の
相
対
的
な
硬
さ
と
渋
味
が
（
完
全
に
味
の
な
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
に

も
な
い
の
だ
）、
要
す
る
に
、
確
実
で
あ
る
が
小
さ
な
、
果
実
の
存
在
理
由
が
、
ま
さ

に
こ
の
種
子
に
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。

―
ポ
ン
ジ
ュ
「
オ
レ
ン
ジ
」

「
桑
の
実
」
に
比
べ
て
、「
オ
レ
ン
ジ
」
の
描
写
は
よ
り
精
緻
で
具
体
的
で
あ
る
。
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阿
部
弘
一
が
『
物
の
味
方
』
の
翻
訳
後
記
に
お
い
て
、「
物
の
味
方
と
な
る
文
学
、

現
象
学
的
、
宇
宙
開
闢
論
的
羅
列
の
文
学
の
徹
底
し
た
実
践
が
こ
の
詩
集
に
見
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
物
象
辞
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
物
象
を
構
成
す

る
も
の
で
あ
る
言
葉
の
組
み
立
て
事
態
の
「
あ
る
深
い
統
一
」
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら

は
も
の
で
あ
る
詩
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
サ
ル
ト
ル
が
指
摘
す
る
「
新
し
い
、
曖
昧

な
半
獣
半
魚
的
な
現
実
の
出
現
と
共
に
、
も
は
や
そ
れ
ら
の
現
実
を
名
指
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
た
古
い
言
葉
の
眼
も
眩
む
よ
う
な
失
墜
が
あ
り
、
一
方
で
は
そ
の

存
在
形
式
の
曖
昧
さ
事
態
が
新
し
い
命
名
を
考
え
出
す
こ
と
を
不
可
能
な
ら
し
め
て

い
た
」
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
詩
が
書
き
進
め
ら
れ
て
い
た
と

い
う
事
情
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
今
日
に
お
い
て
も
少
し
も
変
わ
ら
ぬ
一
種
の

緊
張
を
私
た
ち
に
も
た
ら
す
。
何
故
な
ら
、
ポ
ン
ジ
ュ
が
果
た
そ
う
と
し
た
言
語
へ

の
信
頼
の
回
復
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
人
間
の
も
っ
と
も
人
間
的
な
言
語
へ
の
参
画

を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
の
で
あ
る
詩
、
あ
る
い
は
非
思
想
的
な
ス

ト
イ
ッ
ク
な
描
写
と
羅
列
の
文
字
と
い
う
ポ
ン
ジ
ュ
の
詩
的
方
法
は
、
い
く
つ
か
の

限
界
を
発
見
さ
れ
な
が
ら
も
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
の
言
語
へ
の
参
画
に
と
っ
て
有
力

な
さ
ま
ざ
ま
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
阿
部
の
ポ
ン
ジ
ュ

の
文
学
実
践
に
関
す
る
論
述
は
比
類
な
い
も
の
だ
。
ポ
ン
ジ
ュ
が
実
現
し
た
「
言
葉

へ
の
信
頼
」
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
谷
川
俊
太
郎
と
図
ら
ず
も
一
致
し
て
い
る
。

谷
川
俊
太
郎
が
求
め
て
い
る
「
言
葉
へ
の
信
頼
」
は
、
日
本
語
自
体
の
曖
昧
な
言
語

特
徴
を
打
破
し
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
う
ち
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
定
義
』
の
創
作
に
よ
っ
て
、
日
本
語
の
曖
昧
さ
の
中
か
ら
的
確
な
意
味
・
意
義
を

伝
達
す
る
こ
と
に
近
い
伝
統
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
か
な

り
進
歩
的
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
上
に
引
用
し
た
ポ
ン
ジ
ュ
の
作
品
か
ら
見
れ
ば
、

表
面
で
は
一
見
、
詩
人
が
意
識
的
に
「
物
」
の
内
在
的
秘
密
の
内
包
を
明
ら
か
に
す

る
と
み
え
る
が
、
実
際
に
は
、
ポ
ン
ジ
ュ
は
「
物
」
の
代
弁
者
の
役
を
演
じ
た
だ
け

で
あ
る
。
即
ち
、「
物
」
自
身
に
声
を
発
さ
せ
る
。
し
か
し
、
谷
川
俊
太
郎
の
試
み

は
ポ
ン
ジ
ュ
と
同
質
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
具
体
的
な
作
品
、
例
え
ば
果
物
に
つ
い

て
の
描
写
を
み
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
異
質
な
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
谷
川
俊
太

郎
の
果
物
に
は
こ
う
し
た
形
態
や
味
が
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。

紅
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
色
で
は
な
く
り
ん
ご
な
の
だ
。
丸
い
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
、
形
で
は
な
く
り
ん
ご
な
の
だ
。
酸
っ
ぱ
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
、
味
で
は
な
く
り
ん
ご
な
の
だ
。
高
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
値
段
で
は
な

く
り
ん
ご
な
の
だ
。
き
れ
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
美
で
は
な
く
り
ん
ご
だ
。

分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
植
物
で
は
な
く
、
り
ん
ご
な
の
だ
か
ら
。
花
咲
く
り

ん
ご
だ
。
実
る
り
ん
ご
、
枝
で
風
に
揺
れ
る
り
ん
ご
だ
。
雨
に
打
た
れ
る
り
ん
ご
、

つ
い
ば
ま
れ
る
り
ん
ご
、
も
ぎ
と
ら
れ
る
り
ん
ご
だ
。
地
に
落
ち
る
り
ん
ご
だ
。
腐

る
り
ん
ご
だ
。
種
子
の
り
ん
ご
、
芽
を
吹
く
り
ん
ご
。
り
ん
ご
と
呼
ぶ
必
要
も
な
い

り
ん
ご
だ
。
り
ん
ご
で
な
く
て
も
い
い
り
ん
ご
、
り
ん
ご
で
あ
っ
て
も
い
い
り
ん
ご
、

り
ん
ご
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
た
だ
ひ
と
つ
の
り
ん
ご
は
す
べ
て
の
り
ん
ご
。

紅
玉
だ
、
国
光
だ
、
王
鈴
だ
、
祝
だ
、
き
さ
き
が
け
だ
、
べ
に
さ
き
か
け
だ
、
一

個
の
り
ん
ご
だ
、
三
個
の
五
個
の
一
ダ
ー
ス
の
、
七
キ
ロ
の
り
ん
ご
、
十
二
ト
ン
の

り
ん
ご
二
百
万
ト
ン
の
り
ん
ご
な
の
だ
。
生
産
さ
れ
る
り
ん
ご
、
運
搬
さ
れ
る
り
ん

ご
だ
。
計
量
さ
れ
梱
包
さ
れ
取
引
さ
れ
る
り
ん
ご
。
消
毒
さ
れ
る
り
ん
ご
だ
、
消
化

さ
れ
る
り
ん
ご
だ
、
消
費
さ
れ
る
り
ん
ご
で
あ
る
、
消
さ
れ
る
り
ん
ご
で
す
。
り
ん

ご
だ
あ
！
り
ん
ご
か
？

―
谷
川
俊
太
郎
「
り
ん
ご
へ
の
固
執
」

三
種
類
の
果
物
は
三
種
類
の
「
味
」
を
し
て
い
る
。
ポ
ン
ジ
ュ
の
「
桑
の
実
」
と

「
オ
レ
ン
ジ
」
が
主
に
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
構
造
を
描
写
し
た
の
に
対
し
て
、
谷
川
俊

太
郎
の
「
り
ん
ご
へ
の
固
執
」
は
そ
の
外
部
形
状
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。「
り
ん

ご
」
は
こ
こ
で
は
生
活
意
識
を
凌
駕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
世
間
に
滞
在
し
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た
過
程

―
即
ち
り
ん
ご
の
存
在
状
態

―
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
生
命
形
式
で
あ

る
。
自
然
に
腐
敗
し
て
ゆ
く
、
あ
る
い
は
結
局
人
間
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
「
り
ん

ご
」
で
あ
る
が
、「
次
か
ら
次
へ
と
枝
々
に
湧
」
い
て
く
る
生
命
力
に
満
ち
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
の
「
り
ん
ご
」
を
個
人
個
人
が
世
間
で
も
が
き
、
奮
闘
す
る
過
程
と

理
解
し
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
う
ち
に
は
お
互
い
の
虐
殺
や
弱
肉
強
食
も

あ
り
、
死
生
や
繁
殖
も
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
る
そ
の
ポ

ン
ジ
ュ
論
の
「
人
と
物
」
の
分
析
は
透
徹
し
て
い
る
。「
も
の
の
存
在
に
対
す
る
評

価
で
こ
こ
ま
で
突
っ
込
ん
で
い
る
例
を
私
は
他
に
し
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
も
う
唯
物

論
も
観
念
論
も
通
用
し
な
い
。
我
々
は
、
哲
学
理
論
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
も
の
の
心

に
到
達
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
も
の
が
突
然
、
そ
の
固
有
の
実
体
で
肉

付
け
さ
れ
た
思
想
（
パ
ン
セ
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
だ
。
自
然
を
観

念
の
立
場
か
ら
見
る
か
ぎ
り
人
は
次
の
よ
う
な
固
定
観
念
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
つ
ま
り
、
眠
っ
て
い
る
人
間
の
夢
の
な
か
で
き
わ
め
て
微
細
な
度
合
い
に
わ

た
っ
て
見
出
す
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
即
自
存
在
の
特
色
で
あ
る
と
こ
ろ
の
可
能
と
現

実
と
の
差
別
解
消
と
い
う
固
定
観
念
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
確
認
と
は
つ
ね
に
何
か

に
つ
い
て
の
確
認
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
確
信
す
る
と
い
う
行
為
は
、
確
認
さ
れ
る
も

の
と
は
別
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
認
さ
れ
る
も
の
が
確
認
す
る
も
の
の

内
容
を
な
し
、
そ
れ
と
一
体
化
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
確
認
作
用
を
想
定
し
て
み

る
と
、
そ
の
確
認
作
用
は
そ
れ
自
身
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
容
れ
ら
れ
る

も
の
が
容
れ
る
も
の
に
余
り
い
っ
ぱ
い
に
つ
ま
っ
て
お
り
、
か
つ
後
者
が
無
媒
介
的

に
前
者
に
固
有
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
存
在
は
ま
さ
に
そ
れ
が
そ
れ

自
身
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
は
不
分
明
で
あ
る
。

存
在
が
自
ら
に
つ
い
て
反
省
的
視
像
を
も
と
う
と
す
る
と
、
今
度
は
そ
の
視
像
、
つ

ま
り
葉
や
枝
が
厚
み
を
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
化
さ
れ
た
言

語
で
あ
る
」
とi

。
サ
ル
ト
ル
の
こ
の
ポ
ン
ジ
ュ
論
を
そ
の
ま
ま
谷
川
俊
太
郎
の
『
定

義
』
に
当
て
は
め
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。「
物
」
は
描
写
さ
れ
る
主
体
的
対

象
と
し
て
、
赤
裸
々
に
そ
の
自
然
「
原
形
」
と
存
在
状
態
を
呈
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

こ
こ
で
は
、「
物
」
に
対
す
る
描
写
は
直
接
的
で
集
中
的
で
あ
る
。
余
計
な
修
飾
も

下
地
も
な
し
に
、「
物
」
の
内
部
に
突
っ
込
む
。
こ
こ
の
「
物
」
は
詩
人
と
対
等
の

立
場
に
立
ち
、
或
い
は
、
詩
人
が
同
じ
重
さ
の
主
観
と
客
観
の
分
銅
を
表
現
の
天
秤

に
置
い
た
の
で
あ
る
。
詩
人
は
た
だ
「
物
」
の
代
わ
り
に
発
話
し
、「
物
」
の
沈
黙

の
言
葉
を
陳
述
す
る
役
割
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
物
」
の
「
身
分
」
は
明

確
で
あ
り
、
詩
人
と
も
親
し
い
関
係
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
現
代
詩
壇
に
お
い
て
、
ポ
ン
ジ
ュ
と
ミ
シ
ョ
ー
（H

·M
ichaux,1899

〜

1984

）、
シ
ャ
ー
ル
（R

・C
h

ar,1907

〜1988

）
は
「
三
銃
士
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

日
本
現
代
詩
壇
に
お
い
て
、
谷
川
俊
太
郎
と
併
称
で
き
る
よ
う
な
「
三
銃
士
」
と
い

う
呼
び
方
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
同
時
代
で
全
体
的
な
詩
人
資
質
か
ら
見
れ
ば
、

筆
者
は
同
じ
く
一
九
三
一
年
に
生
ま
れ
た
谷
川
俊
太
郎
、
大
岡
信
、
白
石
か
ず
こ

（
女
性
の
方
で
あ
る
と
し
て
も
）
の
三
人
を
日
本
現
代
詩
壇
の
「
三
銃
士
」
と
呼
び
た

い
。
三
人
の
創
作
経
歴
、
業
績
お
よ
び
国
内
外
で
の
影
響
を
考
え
て
み
れ
ば
、
私
の

こ
の
呼
び
方
に
大
き
な
異
議
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

第
四
章
　
言
葉
＝
宗
教

ポ
ン
ジ
ュ
の
『
物
の
味
方
』
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
サ
ル
ト
ル
を
始
め
と
す
る
フ
ラ

ン
ス
詩
壇
に
広
く
注
目
さ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、『
定
義
』
も
ま
た
刊
行
さ
れ
て
か

ら
多
く
の
評
論
家
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
余
波
は
今
に
も
及
び
、
各
大
学
の
研

究
者
も
絶
え
ず
学
術
誌
に
『
定
義
』
論
を
掲
載
し
た
り
し
て
い
る
。『
定
義
』
が
刊

行
さ
れ
て
か
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
各
大
新
聞
や
文
学
雑
誌
が
相
次
い
で
紹
介
・

評
論
を
掲
載
し
た
ほ
か
に
、『
現
代
詩
手
帖
』
は
一
九
七
五
年
一
〇
月
に
臨
時
増
刊

号
を
出
し
、『
定
義
』
へ
の
注
目
を
一
段
と
高
め
た
。『
定
義
』
刊
行
の
翌
年
の
一
九

七
六
年
、『
定
義
』
と
『
夜
中
に
台
所
で
ぼ
く
は
き
み
に
話
し
か
け
た
か
っ
た
』
の
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二
冊
は
「
高
見
順
賞
」
に
選
ば
さ
れ
た
（
谷
川
俊
太
郎
は
こ
の
日
本
現
代
詩
の
芥
川
賞

と
呼
ば
れ
た
賞
を
辞
退
し
た
が
）。『
定
義
』
の
日
本
現
代
詩
壇
に
お
け
る
地
位
は
こ
れ

以
上
贅
言
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ポ
ン
ジ
ュ
と
異
な
り
、
谷
川
俊
太
郎
は
『
定
義
』
を
出
す
前
に
既
に
日
本
詩
壇
に

お
い
て
牛
耳
を
執
り
、
か
な
り
の
注
目
を
受
け
、
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ポ
ン

ジ
ュ
は
二
七
歳
、
即
ち
一
九
二
六
年
に
処
女
詩
集
『
十
二
の
小
品
』
を
出
版
し
た
際

は
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
あ
ま
り
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ポ
ン
ジ
ュ

は
『
物
の
味
方
』
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
詩
壇
に
お
け
る
地
位
を
確
立
し
た
と
い
え
る
。

二
人
の
創
作
年
譜
か
ら
見
れ
ば
、
ポ
ン
ジ
ュ
は
一
九
一
五
年
、
一
六
歳
の
と
き
か
ら

詩
の
創
作
を
始
め
た
。
谷
川
俊
太
郎
が
一
九
四
八
年
四
月
の
豊
多
摩
中
学
校
の
校
友

会
雑
誌
『
豊
多
摩
』
に
処
女
作
「
蛙
」
を
発
表
し
た
と
き
か
ら
言
え
ば
、
彼
も
一
六

歳
前
後
か
ら
詩
の
創
作
を
始
め
た
の
だ
と
推
定
で
き
る
。
し
か
し
、
谷
川
俊
太
郎
は

二
一
歳
の
時
、
既
に
処
女
詩
集
『
二
十
億
光
年
の
孤
独
』
に
よ
っ
て
日
本
詩
壇
で
十

分
な
声
望
を
獲
得
し
た
。
谷
川
俊
太
郎
の
作
品
を
全
体
的
に
見
れ
ば
、
詩
集
『
定
義
』

は
彼
が
す
ぐ
に
既
存
の
創
作
手
法
に
危
機
感
を
感
じ
、
す
ば
や
く
変
化
を
求
め
よ
う

と
し
た
産
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
定
義
』
の
言
葉
と
形
式
は
散
文
体
で
あ
る
。
谷

川
俊
太
郎
に
と
っ
て
、「
言
葉
と
は
ひ
と
つ
の
術
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
職
業
的
な
道

具
」
で
あ
り
、
し
か
も
常
に
「
私
の
生
活
の
真
実
と
抵
触
す
る
」
が
、
斬
新
な
言
葉

は
彼
の
宗
教
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
。
彼
は
か
つ
て
一
九
五
三
年
に
創
刊

し
た
『
ユ
リ
イ
カ
』
に
発
表
さ
れ
た
文
章
の
最
後
に
こ
う
書
い
た
。「
科
学
者
た
ち

が
新
し
い
宇
宙
船
を
世
界
に
向
け
て
出
発
さ
せ
る
時
、
詩
人
は
新
し
い
言
葉
を
世
界

に
向
け
て
出
発
さ
せ
る
。
宇
宙
の
沈
黙
の
中
で
、
そ
れ
ら
は
同
じ
ひ
と
つ
の
武
器
、

人
間
を
生
き
続
け
さ
せ
る
た
め
の
武
器
な
の
だo

」
と
。
谷
川
俊
太
郎
の
半
世
紀
あ
ま

り
の
創
作
生
涯
の
中
で
、
言
葉
の
追
求
や
変
化
を
求
め
る
要
望
は
切
実
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
手
法
に
満
足
し
耽
溺
せ
ず
に
、
自
然
に
「
遊
撃
戦
」
と
「
分

散
戦
」
の
戦
術
を
取
る
。
即
ち
、「
持
久
戦
」
よ
り
、
む
し
ろ
既
存
の
創
作
手
法
に

対
し
潮
時
を
み
て
切
り
上
げ
る
よ
う
に
、
多
方
面
か
ら
突
撃
す
る
。
ま
っ
た
く
異
な

る
手
法
で
書
か
れ
た
『
定
義
』
と
『
夜
中
に
台
所
で
ぼ
く
は
き
み
に
話
し
か
け
た
か

っ
た
』
の
同
時
出
版
も
、
谷
川
俊
太
郎
の
そ
の
追
求
の
最
も
よ
い
例
証
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
移
り
気
」
の
よ
う
な
創
作
哲
学
は
彼
を
絶
え
ず
自
己
進
歩
・
自
己
更
新
さ
せ

る
。
あ
る
意
味
で
言
え
ば
、
谷
川
俊
太
郎
が
し
き
り
に
読
者
に
斬
新
な
作
品
を
さ
さ

げ
て
い
る
の
は
、
彼
の
そ
の
追
求
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。た

だ
単
に
『
定
義
』
の
言
葉
の
特
徴
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
そ
の
反
・
詩
的
要
素
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
そ
の
言
語
形
式
に
現
れ
て
い
る
。
一
つ
の
意
味
を
は

っ
き
り
と
伝
え
、
あ
る
い
は
一
つ
の
意
味
の
定
義
を
命
名
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る

た
め
に
、
詩
人
は
こ
こ
で
一
時
的
に
詩
の
外
在
形
式
を
放
棄
し
、
散
文
体
を
使
用
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
構
成
す
る
内
的
本
質
は
非

常
に
詩
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
定
義
』
は
外
観
上
の
散
文
、
内
実
上
の
現
代
詩
と

い
っ
た
ほ
う
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
最
も
重
要
な
の
は
「
物
」
に
関
す

る
認
識
の
証
明
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
詩
人
の
主
観
意
識
と
主

体
情
感
は
第
二
位
に
下
が
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
と
き
、「
物
」
は
二
次
元
の
輪
郭

で
あ
る
か
そ
れ
と
も
三
次
元
の
輪
郭
で
あ
る
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。「
物
」
の
存

在
意
義
や
世
界
と
の
関
係
を
肯
定
す
る
際
、
言
葉
は
抽
象
・
晦
渋
の
一
面
を
避
け
て
、

表
現
対
象
を
明
確
で
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
レ
ベ
ル
ま
で
上
昇
さ
せ
た
。

『
定
義
』
を
考
察
す
る
際
、
タ
イ
ト
ル
と
し
て
の
「
定
義
」
と
い
う
一
語
の
語
義

を
無
視
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。『
定
義
』
に
関
す
る
大
量
の
論
文
で
は
、「
定
義
」

と
い
う
概
念
の
起
源
を
フ
ラ
ン
ス
評
論
家
ア
ラ
ン
（A

lain
,
1868

〜1951

）
の
著
作

『
定
義
集
』
に
ま
で
求
め
た
人
が
い
る!0

。
詩
人
・
批
評
家
北
川
透
は
「『
定
義
』
を
読

む!1

」
と
い
う
文
章
の
中
で
、『
広
辞
苑
』
の
解
釈
を
引
用
し
た
。
論
述
の
便
宜
上
、

こ
こ
で
も
も
う
一
度
引
用
し
よ
う
。「
概
念
の
内
容
を
限
定
す
る
こ
と
。
即
ち
或
概

念
の
内
包
を
構
成
す
る
徴
表
を
挙
げ
他
の
概
念
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
、
論
理
的
定
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義
は
そ
の
概
念
の
属
す
る
種
差
を
挙
げ
て
、
そ
れ
が
体
系
中
に
占
め
る
位
置
を
明
ら

か
に
し
、
更
に
種
差
を
挙
げ
て
そ
の
概
念
と
同
位
の
概
念
か
ら
区
別
す
る
。
例
え
ば
、

人
間
の
定
義
を
「
理
性
的
（
種
差
）
動
物
（
類
概
念
）」
と
す
る
如
き
で
あ
る
」
と

『
広
辞
苑
』
で
は
解
釈
し
て
い
る
。「
定
義
」
と
い
う
一
語
に
つ
い
て
日
本
の
『
哲
学

辞
典!2

』
の
記
述
は
よ
り
詳
し
い
が
、
今
度
は
中
国
語
に
解
釈
を
見
て
み
よ
う
。「
概

念
内
包
の
論
理
的
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
方
法
。
即
ち
概
念
が
反
映
し
て
い
る
対
象

の
本
質
属
性
を
究
明
す
る
。
形
式
論
理
学
の
定
義
の
方
法
は
、
あ
る
概
念
を
そ
の
属

概
念
の
中
に
含
ま
せ
、
そ
れ
が
同
一
の
属
概
念
の
下
の
ほ
か
の
種
概
念
と
の
区
別
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
即
ち
「
種
差
」。
た
と
え
ば
「
人
間
」
と
い
う
概
念
に
定
義

を
下
す
時
、
ま
ず
「
人
間
」
の
属
概
念
は
「
動
物
」
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
す
。

「
動
物
」
と
い
う
属
概
念
の
下
で
、「
人
間
」
と
他
の
動
物
の
区
別
は
「
生
産
道
具
が

作
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
た
め
、「
人
間
は
生
産
道
具
が
作
れ
る
動
物
で
あ
る
」
と
い

う
よ
う
に
定
義
を
下
す
。
定
義
の
公
式
は
、
定
義
さ
れ
る
概
念
＝
属
＋
種
差
。
定
義

に
規
則
は
、
a
釣
り
合
い
が
取
れ
る
こ
と
。
即
ち
、
定
義
す
る
概
念
と
定
義
さ
れ
る

概
念
の
外
延
は
等
し
い
こ
と
。
s
循
環
し
て
は
な
ら
な
い
。
d
一
般
的
に
は
、
否
定

判
断
で
は
な
い
。
f
は
っ
き
り
し
的
確
で
あ
る
こ
と!3

」。
上
に
引
用
し
た
日
本
語
と

中
国
語
の
解
釈
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
中
国
語
の
説
明
は
日
本
語
よ
り
も
っ
と

詳
し
い
し
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
谷
川
俊
太
郎
が
こ
の
詩
集
を
創
作
す
る
前
に
ど

れ
だ
け
辞
書
を
読
ん
で
、「
定
義
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
調
べ
て
い
た
か
は
な
お
調

べ
よ
う
が
な
い
が
、『
定
義
』
の
創
作
は
基
本
的
に
は
『
辞
海
』
の
解
釈
に
出
さ
れ

た
原
則
に
従
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ポ
ン
ジ
ュ
の
『
物
の
味
方
』
を
背
景
的
源
泉
に
し
た
『
定
義
』
は
そ
の
テ
ク
ス
ト

形
式
の
延
長
で
あ
る
が
、
ポ
ン
ジ
ュ
が
伝
え
た
意
義
の
踏
襲
で
は
な
い
。
谷
川
俊
太

郎
の
「
物
」
の
意
義
は
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
改
め
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
こ
れ
こ
そ
『
定
義
』
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。）
こ
の
詩
集
の
中
で
、
所
収
の
詩
篇
は

ど
れ
も
こ
れ
も
精
緻
な
キ
ャ
ノ
ン
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
そ
の
言
葉
は
手
で
な
で
る

こ
と
も
で
き
る
ほ
ど
具
体
的
で
確
実
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
具
体
的
で
確
実
な

「
形
」
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
跳
躍
性
は
控
え
め
に
さ
れ
た
が
、
詩
行
の
空
白
感
と

詩
全
体
の
空
間
感
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
一
部
の
抽
象
的
意
義
も
も
う
曖

昧
模
糊
で
は
な
く
、
手
が
届
く
よ
う
な
信
頼
感
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
詩
篇
の

思
想
的
容
量
の
大
き
さ
と
暗
示
的
意
義
の
広
さ
は
実
に
驚
嘆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

『
定
義
』
の
創
作
上
の
純
粋
性
は
谷
川
俊
太
郎
の
早
期
作
品
に
匹
敵
す
る
。
タ
イ
ト

ル
の
下
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
は
詩
人
が
言
葉
の
レ
ン
ガ
で
念
入
り
に
作
っ
た
詩
の
宮

殿
の
よ
う
で
、
そ
こ
に
詩
人
の
命
名
し
た
「
定
義
」
が
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

「
定
義
」
は
「
伝
達
」
と
「
疎
通
」
を
重
ん
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
の
認
可
を

求
め
た
い
希
望
も
抱
え
て
い
る
。
読
者
と
し
て
、「
定
義
」
の
宮
殿
に
佇
ん
だ
り
逍

遙
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、「
定
義
」
が
面
倒
を
嫌
が
ら
な
い
で
詩
人
の
命

名
を
つ
ぶ
や
く
の
を
傾
聴
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
聞
き
取
っ
た
の
は
「
物
」
の
「
声
」
で
あ
る
。
そ
の
声
は
詩

人
が
言
葉
の
彫
刻
刀
で
何
気
な
く
彫
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
意
義

は
鮮
明
で
生
き
生
き
と
詩
人
の
彫
刻
刀
の
下
に
現
れ
、
詩
人
の
苦
心
と
思
考
を
凝
結

し
て
い
る
。
詩
と
散
文
と
の
結
合
の
黙
契
や
、
日
本
語
の
真
新
し
い
文
体
の
登
場
は

『
定
義
』
に
よ
っ
て
十
分
証
明
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
新
奇
で
静
か
で
あ
り
、
ま
た
的

確
で
信
頼
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
味
わ
い
が
尽
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
誤
読
さ

れ
る
範
囲
も
縮
小
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

先
に
引
用
し
た
中
日
両
国
語
に
お
け
る
「
定
義
」
に
対
す
る
解
釈
を
見
れ
ば
分
か

る
よ
う
に
、
単
に
そ
れ
だ
け
か
ら
、
中
国
語
は
日
本
語
よ
り
的
確
さ
を
も
っ
て
い
る

と
断
言
し
て
も
差
し
支
え
な
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
明
確
で
精
確
に
一
つ
の
意
味
を

伝
え
る
点
に
お
い
て
、
中
国
語
は
確
か
に
日
本
語
よ
り
長
じ
て
い
る
。
日
本
語
と
い

う
曖
昧
な
言
語
を
用
い
て
更
な
る
精
確
な
意
味
を
伝
え
る
に
は
、
か
な
り
の
困
難
と

挑
戦
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
も
っ
と
多
く
の
な
い
し
何
世
代
の
日
本
語

詩
人
の
努
力
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
あ
る
種
の
言
語
の
局
限
や
極
限
を
突
破
す
る
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の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ま
し
て
具
体
的
な
物
象
の
存
在
の
証
明
に
つ
い
て
の

命
名
は
詩
人
が
世
界
に
つ
い
て
命
名
す
る
よ
り
遥
か
に
困
難
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か

ら
言
え
ば
、『
定
義
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
日
本
に
誕
生
し
た
こ
と
は
、
詩
人
谷
川

俊
太
郎
が
日
本
語
の
「
精
確
に
伝
え
る
」
こ
と
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
模
索
に
成
功

し
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

第
五
章
　
「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
に
つ
い
て
の
私
見

「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
書
い
た
ら
、『
定
義
』
を
翻
訳
し
た

時
の
忘
れ
が
た
い
興
奮
が
ま
た
浮
か
ん
で
き
た
。
そ
の
時
か
ら
、
こ
の
作
品
は
ず
っ

と
私
に
と
っ
て
気
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
白
い
白
も
、
ほ
ん
と
う
の
白
で
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
一
点
の
翳
も

な
い
白
の
中
に
、
目
に
見
え
ぬ
微
小
な
黒
が
か
く
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
常
に
白
の
構

造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
白
は
黒
を
敵
視
せ
ぬ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
白
は
白
ゆ
え
に
黒

を
生
み
、
黒
を
は
ぐ
く
む
と
理
解
さ
れ
る
。
存
在
の
そ
の
瞬
間
か
ら
白
は
す
で
に
黒

へ
と
生
き
始
め
て
い
る
の
だ
。

だ
が
黒
へ
の
長
い
過
程
に
、
ど
れ
だ
け
の
灰
の
諧
調
を
経
過
す
る
と
し
て
も
、
白

は
全
い
黒
に
化
す
る
そ
の
瞬
間
ま
で
白
で
あ
る
こ
と
を
や
め
は
し
な
い
。
た
と
え
白

の
属
性
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
影
、
た
と
え
ば
鈍
さ
、
た
と
え

ば
光
の
吸
収
等
に
よ
っ
て
冒
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
白
は
灰
の
仮
面
の
か
げ
で
輝

い
て
い
る
。
白
の
死
ぬ
時
は
一
瞬
だ
。
そ
の
一
瞬
に
白
は
跡
形
も
な
く
霧
消
し
、
全

く
黒
が
立
ち
現
れ
る
。
だ
が

―

ど
ん
な
に
黒
い
黒
も
、
ほ
ん
と
う
の
黒
で
あ
っ
た
た
め
し
は
な
い
。
一
点
の
輝
き

も
な
い
黒
の
中
に
目
に
見
え
ぬ
微
小
な
白
は
遺
伝
子
の
よ
う
に
か
く
れ
て
い
て
、
そ

れ
は
常
に
黒
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
の
そ
の
瞬
間
か
ら
黒
は
す
で
に
白
へ

と
生
き
始
め
て
い
る
…
…

―
谷
川
俊
太
郎
「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」

「
存
在
の
そ
の
瞬
間
か
ら
白
は
す
で
に
黒
へ
と
生
き
始
め
て
い
る
の
だ
」、「
存
在

の
そ
の
瞬
間
か
ら
黒
は
す
で
に
白
へ
と
生
き
始
め
て
い
る
の
だ
」。
こ
こ
で
、
詩
人

の
「
灰
」
に
つ
い
て
の
認
識
は
弁
証
法
的
哲
学
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
灰
」
は
「
白
」
と
「
黒
」
の
間
に
存
在
し
、
そ
の
存
在
自
体
が
味
わ
い
に
尽
き
な

い
。
そ
れ
は
白
と
黒
の
二
重
の
性
質
を
持
ち
、「
白
の
構
造
」
と
「
黒
の
構
造
」
を

同
時
に
備
え
る
が
、
ま
た
「
白
」
と
も
「
黒
」
と
も
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。「
灰
」

の
描
写
に
お
い
て
、
詩
人
は
と
て
も
い
い
切
り
口
を
選
ん
だ
。
つ
ま
り
、「
灰
」
の

側
面
か
ら
着
眼
し
、
直
接
的
で
は
な
く
、
間
接
的
に
「
白
」
と
「
黒
」
を
引
き
立
て

役
に
し
て
、「
灰
」
ま
で
導
き
、
そ
の
品
質
と
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
し
た
。「
灰
」
と
い

う
固
有
名
詞
は
こ
こ
で
既
に
言
語
学
の
い
わ
ゆ
る
「
深
層
構
造
」
の
領
域
に
昇
華
さ

れ
、
そ
の
概
念
は
明
確
で
透
徹
し
て
い
る
。
そ
れ
は
卑
し
く
な
く
、
偉
大
な
存
在
で

あ
る
。
私
の
考
え
で
は
、「
灰
」
の
描
写
に
お
い
て
、
言
葉
自
体
の
敏
感
度
や
構
想

の
密
度
か
ら
に
し
て
も
、
感
性
の
質
や
詩
人
の
態
度
か
ら
に
し
て
も
、「
灰
に
つ
い

て
の
私
見
」
は
表
現
上
の
極
限
に
達
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
同
じ
タ
イ

ト
ル
で
書
か
せ
れ
ば
、「
灰
」
を
そ
こ
ま
で
描
写
し
、
そ
れ
ほ
ど
の
効
果
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。
こ
れ
を
読
む
と
、
一
種
の
不
思
議

な
「
灰
」
の
痛
み
が
読
み
取
れ
る
。
そ
れ
は
厳
粛
な
も
の
で
あ
り
、
崇
高
な
も
の
で

あ
る
。
詩
人
と
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
は
こ
の
作
品
の
中
で
言
葉
の
発
条
を
し
っ
か
り

と
巻
い
た
。
個
々
の
言
葉
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
居
場
所
が
あ
り
、
弛
緩
し
た
こ
と
な

く
、
み
な
緊
張
し
て
い
る
。
作
品
が
全
体
か
ら
見
れ
ば
き
ち
ん
と
整
っ
て
い
る
と
感

じ
さ
せ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
こ
の
作
品
を
『
定
義
』
の
中
で
特

に
際
立
っ
た
特
徴
を
持
た
せ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、「
灰
に
つ
い

て
の
私
見
」
は
「
り
ん
ご
へ
の
固
執
」
の
よ
う
に
頻
繁
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
対
象
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（
こ
の
作
品
で
は
具
体
的
に
は
「
灰
」
で
あ
る
）
を
登
場
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
灰
」

を
登
場
さ
せ
た
と
こ
ろ
は
全
部
で
二
箇
所
し
か
な
い
。
詩
人
は
意
識
的
に
「
灰
」
と

い
う
言
葉
の
出
現
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
か
え
っ
て
読
者
の

イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
る
こ
と
な
く
、
深
い
意
味
で
の
含
蓄
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

「
ほ
ん
と
う
の
白
」
と
「
ほ
ん
と
う
の
黒
」
と
い
う
言
葉
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
だ

と
思
う
。
詩
人
の
言
う
と
お
り
に
、「
ほ
ん
と
う
の
白
」
と
「
ほ
ん
と
う
の
黒
」
は

実
際
に
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
れ
が
詩
人
の
最
も
理
想
的
な
色
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い

う
理
想
主
義
に
満
ち
た
色
の
中
か
ら
「
灰
」
の
意
義
を
屈
折
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
灰
」
の
成
立
と
立
脚
点
を
見
つ
け
る
。
こ
こ
で
、「
灰
」
は
自
分
な
り
の
色
彩
を
放

っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
形
状
も
展
示
し
て
い
る
。「
白
」
と
「
黒
」
の
間
で
、

「
灰
」
は
立
体
的
に
存
在
し
、
言
葉
の
色
彩
感
も
色
と
り
ど
り
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
読
解
に
お
い
て
、
無
論
、「
白
」
や
「
黒
」、「
灰
」
の
各
自
の
暗
示

性
を
排
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。「
灰
」
は
「
妊
娠
」
と
「
分
娩
」
の
過
程
に

お
い
て
暗
示
の
劇
的
さ
を
増
し
て
き
た
。
も
し
こ
の
作
品
を
芝
居
に
喩
え
る
な
ら
ば
、

主
人
公
の
「
灰
」
は
観
客
の
前
に
現
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
極
め
て
少
な
い
。
舞
台
で
忙

し
そ
う
に
働
い
て
い
る
の
は
語
り
手
で
あ
る
。「
白
」
も
「
黒
」
も
「
過
客
」
の
役

を
演
じ
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
う
一
人
の
登
場
人
物
と
し
て
、
光
は
「
悪
玉
」
を
担
当

さ
せ
ら
れ
た
。
光
の
強
弱
の
変
化
に
よ
り
、「
白
」
や
「
黒
」
は
翻
弄
さ
れ
る
が
、

し
か
し
、「
灰
」
は
生
命
を
持
っ
て
い
る
力
の
シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
灰
」
は
生
き
て
い
る
「
灰
」
で
あ
り
、
活
気
の
な
い
「
灰
」
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
生
命
感
を
持
っ
て
い
る
「
灰
」
は
、
中
国
語
に
お

け
る
マ
イ
ナ
ス
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
「
灰
」
と
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
現
代
中

国
語
に
お
い
て
は
、「
灰
」
を
帯
び
て
い
る
言
葉
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多

い
が
、
大
体
落
胆
や
意
気
消
沈
、
絶
望
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
灰
心
」、

「
灰
暗
」、「
灰
溜
溜
」、「
灰
沈
沈
」、「
灰
蒙
蒙
」、「
灰
撲
撲
」、「
灰

」、「
灰
不

溜

」、「
灰
心
喪
気
」
な
ど
な
ど
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
語
に
は
「
灰
」
を
帯
び

た
言
葉
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
中
国
語
の
「
灰
沈
沈
」、「
灰
蒙
蒙
」

な
ど
の
言
葉
を
日
本
語
に
し
た
ら
、「
薄
暗
い
」
の
一
語
で
解
決
し
て
し
ま
う
。
日

本
語
の
「
灰
」
を
帯
び
た
言
葉
は
多
く
捜
し
出
せ
な
い
が
、「
灰
滅
」、「
灰
冷
」
な

ど
い
く
つ
か
の
言
葉
の
意
味
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
も
中
国
語
と
同
じ
よ
う
に
、
マ
イ

ナ
ス
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
語
で
は
、「
灰
」
は
「
価
値
が
な
い
」、

「
興
味
が
な
い
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
更
に
日
本
文
学
に
お
い
て
は
、「
灰
」
を
テ

ー
マ
に
書
か
れ
た
作
品
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
い
ま
思
い
つ
い
た

の
は
志
賀
直
哉
が
敗
戦
直
後
に
発
表
し
た
「
灰
色
の
月
」
だ
け
で
あ
る
）。
こ
う
し
て
み
れ

ば
、「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
の
「
灰
」
は
す
で
に
中
国
語
や
日
本
語
の
中
の
「
灰
」

に
つ
い
て
の
意
味
規
定
を
超
え
、
詩
人
に
よ
っ
て
新
し
い
意
味
を
付
与
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

谷
川
俊
太
郎
は
「
現
代
で
は
、
言
葉
は
あ
ま
り
に
も
機
能
的
な
も
の
に
な
り
す
ぎ

て
い
る
傾
向
が
強
い
よ
う
だ
、
そ
れ
は
符
号
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
当
の
言
葉

は
、
そ
の
ソ
シ
ア
ル
な
意
味
の
他
に
、
も
っ
と
生
命
的
な
意
味
、
む
し
ろ
力
を
も
っ

て
い
る
も
の
だ
と
ぼ
く
は
思
う!4

。」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
本
当
の

言
葉
」
は
、
お
そ
ら
く
エ
リ
オ
ッ
ト
が
言
っ
た
よ
う
に
「
意
味
と
意
義
が
苦
し
く
絡

み
合
い
、
戦
っ
て
」
か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
『
定

義
』
の
刊
行
よ
り
二
二
年
前
、
即
ち
一
九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

詩
人
の
言
語
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
旧
ソ
連
の
詩
人
ネ
ク
ラ
ー
ソ

フ
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
詩
句
は
貨
幣
の
よ
う
に
、
精
確
で
は
っ
き
り
と
如
実
に
作

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
格
に
規
範
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
言

葉
の
使
用
は
緊
密
で
あ
る
こ
と
と
思
想
が
広
い
こ
と
で
あ
る
」。
谷
川
俊
太
郎
の
半

世
紀
の
創
作
を
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
多
く
の
作
品
は
こ
の
よ
う
な
言
語
観
に

従
っ
て
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

『
定
義
』
に
関
す
る
百
に
も
近
い
文
章
の
中
で
、
坪
井
秀
人
の
指
摘
は
か
な
り
鋭
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い
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
少
し
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
。「『
定
義
』
は
か
く
し
て
定

義
不
能
を
定
義
す
る
実
践
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
だ
が
、〈
定
義
不
能
の
定
義
〉
と

は
「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
に
表
わ
れ
て
い
た
ご
と
く
、
読
者
の
先
入
主
を
裏
切
る

こ
と
の
な
い
〈
既
知
〉
の
開
示
で
あ
り
〈
対
称
〉
な
い
し
〈
円
環
〉
的
な
秩
序
そ
の

も
の
で
あ
っ
た
。
二
項
対
立
の
溶
解
と
言
え
ば
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
後
の
詩
的
言
語
を
称

揚
す
る
ク
リ
シ
ェ
の
よ
う
に
無
媒
介
に
受
け
取
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
も
健
全
で
安
全

な
秩
序
の
意
識
が
根
を
張
っ
て
い
な
い
と
は
限
ら
な
い
。
谷
川
の
『
定
義
』
は
そ
の

〈
異
父
妹
〉
と
と
も
に
孤
独
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
営
み
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
が
、

実
は
秩
序
意
識
（
日
常
的
無
意
識
）
に
自
ら
が
回
収
さ
れ
よ
う
と
す
る
欲
求
と
微
妙

な
均
衡
を
保
っ
て
も
い
る
。
《
ラ
ン
グ
と
…
…
等
身
大
》
な
谷
川
詩
学
の
普
遍
性
の

秘
密
の
あ
り
か
が
こ
こ
に
も
見
え
て
い
る
よ
う
だ!5

」
と
。
以
上
に
引
用
し
た
論
述
か

ら
、
そ
の
理
性
に
満
ち
た
分
析
の
科
学
性
と
信
頼
感
が
分
か
る
。
そ
れ
は
あ
る
程
度
、

テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
精
確
な
方
向
へ
と
導
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
坪
井
の
い
う
よ
う
に
、

「
灰
に
つ
い
て
の
私
見
」
を
通
し
て
、
谷
川
詩
の
普
遍
的
価
値
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。

結

語

こ
の
論
文
を
終
え
よ
う
と
す
る
時
、
私
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
後
三
〇
年
経
っ
て
、

も
し
谷
川
俊
太
郎
が
ま
だ
健
在
で
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
既
に
「
世
紀
老
人
」
で
あ
る

が
、
私
は
ち
ょ
う
ど
い
ま
の
谷
川
俊
太
郎
の
年
で
あ
る
。
そ
の
時
、
古
稀
の
自
分
が

今
の
谷
川
俊
太
郎
の
よ
う
に
詩
の
世
界
で
「
詩
的
に
棲
息
」
し
健
闘
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。
も
し
で
き
れ
ば
、
私
も
彼
の
よ
う
に
、
純
粋
で
透
明

な
童
心
を
保
っ
て
、
沈
黙
の
世
界
と
対
話
し
、
陽
光
と
海
と
に
握
手
す
る
。
そ
の
時
、

彼
は
既
に
こ
の
世
を
永
遠
に
去
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
世
界
は
や
は
り
こ
の
世
界
で

あ
ろ
う
。
樹
木
は
や
は
り
彼
に
謳
歌
さ
れ
た
樹
木
の
緑
、
空
は
や
は
り
彼
が
憧
れ
た

青
さ
を
持
ち
、
海
も
や
は
り
彼
の
詩
作
に
書
か
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
咆
哮
し
た
り

澎
湃
と
し
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
彼
の
薄
い
銀
髪
は
依
然
と
し
て
風

に
そ
よ
ぐ
だ
ろ
う
。
人
々
は
依
然
と
し
て
月
と
星
々
の
光
か
ら
彼
の
顔

―
世
界
の

東
方
の
大
地
の
上
の
空
と
同
じ
高
さ
を
持
っ
て
い
る
彼
の
名
前
が
彫
っ
て
あ
る
墓
碑

が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

注q

谷
川
俊
太
郎
構
成
の
柿
沼
和
夫
写
真
集
『
肖
像

―
美
の
巡
礼
』（
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ

ニ
カ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
）
参
照
。

w

谷
川
徹
三
「
息
子
俊
太
郎
を
語
る
」、『
現
代
詩
手
帖
』、
一
九
七
五
年
一
〇
月
臨
時

増
刊
号
。

e

詳
し
く
は
『
定
義
』
参
照
、
思
潮
社
一
九
七
六
年
一
〇
月
。

r

詳
し
く
は
『
週
刊
朝
日
』
の
「
書
評
」
参
照
、
一
九
七
五
年
一
一
月
一
四
日
。

t

た
と
え
ば
内
田
洋
の
「
Ｆ
・
ポ
ン
ジ
ュ
　
谷
川
俊
太
郎
の
光
の
も
と
に
定
義
を
読

む
」（『
金
沢
大
学
教
養
部
紀
要
』、
一
九
七
九
年
）。
同
論
は
「
外
国
文
学
講
義
」

と
し
て
、
広
い
視
野
で
ポ
ン
ジ
ュ
と
谷
川
俊
太
郎
の
全
体
的
創
作
活
動
を
並
行
的

に
比
較
し
た
。

y

谷
川
俊
太
郎
・
山
田
兼
士
・
田
原
共
著
『
谷
川
俊
太
郎
《
詩
》
を
語
る
』、
澪
標
社

二
〇
〇
三
年
六
月
二
〇
日
。

u

詳
し
く
は
阿
部
弘
一
訳
『
物
の
味
方
』
参
照
、
思
潮
社
、
一
九
七
六
年
七
月
。

i

同
u
。

o

谷
川
俊
太
郎
「
世
界
へ
」、『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
五
六
年
一
〇
月
号
。

!0

詳
し
く
は
坪
井
秀
人
の
論
文
『
国
文
学
』
一
九
九
五
年
一
一
月
号
。

!1

『
現
代
詩
手
帖
』
臨
時
増
刊
号
「
谷
川
俊
太
郎
」。
一
九
七
五
年
一
〇
月
。

!2

平
凡
社
、
一
九
七
一
年
四
月
。

!3

『
辞
海
』（
上
海
辞
書
出
版
社
、
一
九
八
八
年
一
月
）、
一
〇
一
一
頁
。

!4

「
詩
人
と
コ
ス
モ
ス
」、
谷
川
俊
太
郎
著
『
沈
黙
の
ま
わ
り
』、
二
〇
〇
二
年
八
月
講

談
社
文
庫
。

!5

「
谷
川
俊
太
郎
の
詩
を
読
む
」、『
国
文
学
』、
一
九
九
五
年
一
一
月
号
。

（
東
北
大
学
非
常
勤
講
師
・
本
学
大
学
院
研
究
生
）
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