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は
じ
め
に

石
川

木
の
小
説
『
我
等
の
一
団
と
彼
』q

の
語
り
手
「
私
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、「
私
」
に
つ
い
て
、
二
つ
の
見
方
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。

一
つ
は
、
機
能
と
し
て
の
語
り
手
と
す
る
見
方
、
も
う
一
つ
は
、
人
間
的
実
質
を
備

え
、
作
品
の
主
題
を
担
う
語
り
手
と
す
る
見
方
で
あ
る
。

前
者
は
小
田
切
秀
雄
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
るw

。
小
田
切
は
、
作
品
の
主
題
を

「
彼
」
＝
高
橋
彦
太
郎
が
担
う
と
し
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
社
会
の
矛
盾
と
そ
の
変
革
の
必
要
に
つ
い
て
の
鋭
い
先
駆
的
な
把
握
、
し
か
も

さ
し
あ
た
り
変
革
の
可
能
性
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
ず
、
か
れ
自
身
そ
の
点
で
は
ま

っ
た
く
孤
独
無
力
で
あ
り
、
現
実
に
た
い
し
て
指
一
本
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

に
、
醒
め
た
心
は
つ
ね
に
批
判
を
し
て
や
ま
な
い

―
自
身
の
こ
う
い
う
心
の
働
き

方
に
疲
れ
た
孤
独
な
知
識
人
の
自
意
識
の
苦
し
み
を
描
く
に
い
た
っ
て
い
る
」。

そ
し
て
、「
大
逆
事
件
の
衝
撃
で
、
か
え
っ
て
社
会
主
義
の
問
題
に
正
面
か
ら
立

ち
向
か
う
よ
う
に
な
っ
た

木
の
、
思
想
的
な
誠
実
の
ゆ
え
に
避
け
ら
れ
な
か
っ
た

こ
の
苦
悩
」
と
、
高
橋
の
姿
が
作
者

木
自
身
の
姿
で
も
あ
る
と
し
、
こ
の
解
釈
の

も
と
で
、
語
り
手
の
「
私
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

（
傍
線
は
若
林
、
以
下
同
じ
。）

「“

我
等
の
一
団‘

と“

彼‘

と
の
関
係
は
、
ご
く
ふ
つ
う
の
意
味
で
の
善
良
で
す
ぐ

れ
た
一
般
的
な
知
識
人
た
ち
の
が
わ
か
ら
、
こ
の
特
殊
に
深
い
主
人
公
を
照
ら
し
出

し
、
両
者
の
人
間
的
・
思
想
的
な
結
び
つ
き
の
必
然
性
を
描
き
だ
し
た
も
の
と
し
て

注
目
に
あ
た
い
す
る
。
夏
目
漱
石
は
や
や
の
ち
に
『
行
人
』
や
『
心
』
の
な
か
で
、

ご
く
平
凡
で
善
良
だ
が
人
間
的
な
深
い
問
題
に
た
い
し
て
は
素
直
な
感
受
性
と
理
解

力
の
あ
る
人
物
（『
行
人
』
の“

二
郎‘

、『
心
』
の“

私‘

）
を
設
定
し
、
こ
れ
を
通
し
て

近
代
的
人
間
と
し
て
の
深
い
入
り
組
ん
だ
苦
悩
を
抱
い
た
主
人
公
（『
行
人
』
で
は

“

一
郎‘

、『
心
』
で
は“

先
生‘

）
を
多
数
の
読
者
た
ち
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
仕

組
み
を
編
み
だ
し
て
い
る
が
、
●
木
は
す
で
に
こ
の
作
品
で
そ
れ
と
あ
い
通
ず
る
仕

組
み
を
創
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
よ
う
に
、
小
田
切
に
よ
れ
ば
、「
私
」
は
「
彼
（
高
橋
）」
＝

木
の
姿
を
読

者
に
伝
え
る
役
割
に
限
定
さ
れ
た
、
機
能
と
し
て
の
語
り
手
と
な
る
。

後
者
は
上
田
博
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
るe

。
上
田
は
、
作
品
の
主
題
を
「
知
識
人
を

蠹
毒

と
ど
く

し
て
い
る
近
代
の
虚
無
的
思
潮
、
生
活
態
度
と
し
て
の
二
重
生
活
」
へ
の
批
判

と
し
、
そ
れ
を
「
我
等
の
一
団
」
と
「
彼
（
高
橋
）」
と
の
関
係
が
担
う
と
す
る
。

そ
の
中
で
、「
私
」
は
「
単
な
る
語
り
手
の
役
割
」
に
止
ま
ら
ず
、
高
橋
を
批
判
的

に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
作
者

木
の
姿
に
重
な
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「
高
橋
が
社
会
を
広
く
か
つ
深
く
洞
察
す
る
認
識
の
目
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
ら

に
積
極
的
に
働
き
か
け
て
い
く
足
を
も
た
ず
、
虚
無
的
傾
向
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。」

「〈
認
識
〉
と
〈
実
行
〉
を
ど
の
よ
う
に
画
定
し
、
ど
の
よ
う
な
方
向
へ
統
一
し

て
ゆ
く
の
か
（
略
）。「
私
」
が
高
橋
か
ら
離
反
し
、
病
友
松
永
の
た
め
に
手
紙
を
書

『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
「
私
」

―
そ
の
人
物
造
型
に
つ
い
て

―

若
　
　
林
　
　
　
　
　
敦



い
た
と
き
、
そ
れ
は
現
実
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
を
自
ら
の
う
ち
に
発
見

し
、
人
間
へ
の
信
頼
を
回
復
す
る
行
為
と
し
て
の
意
味
を
帯
び
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。」

「「
硝
子
窓
」
の
次
の
部
分
は
「
我
等
の
一
団
と
彼
」
の
主
題
と
重
な
っ
て
い
よ
う
。

私
は
も
う
、
益
の
無
い
自
己
の
批
評
と
解
剖
に
は
つ
く
づ
く
飽
き
て
了
つ
た
。

そ
れ
だ
け
私
の
考
へ
は
、
実
際
上
の
問
題
に
頭
を
下
げ
て
了
つ
た
。
―
若
し
も

言
ふ
な
ら
ば
、
何
時
し
か
私
は
、
自
分
自
身
の
問
題
を
何
処
ま
で
も
机
の
上
で

取
扱
つ
て
行
か
う
と
す
る
時
代
の
傾
向
―
知
識
あ
る
人
達
の
歩
い
て
ゐ
る
道
か

ら
、
一
人
離
れ
て
了
つ
た
。

「
何
か
面
白
い
事
は
無
い
か
。」
さ
う
言
つ
て
街
々
を
的
も
な
く
探
し
廻
る

代
り
に
、
私
は
こ
れ
か
ら
、「
何
う
し
た
ら
面
白
く
な
る
だ
ら
う
。」
と
い
ふ
事

を
、
真
面
目
に
考
へ
て
見
た
い
と
思
ふ
。

「
知
識
あ
る
人
達
の
歩
い
て
ゐ
る
道
」
か
ら
一
人
離
れ
て
歩
き
始
め
た
●
木
の
姿
は
、

高
橋
と
は
違
っ
た
道
を
歩
み
始
め
た
「
私
」
の
姿
に
重
な
る
。」r

こ
の
よ
う
に
、
上
田
に
よ
れ
ば
、「
私
」
は
人
間
的
実
質
を
備
え
た
、
主
題
（
高

橋
批
判
の
内
実
）
を
担
う
語
り
手
と
な
る
。

私
は
、『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
主
題
を
、「
理
想
主
義
的
な
信
念
（
主
義
・
主
張
、

思
想
）
と
「
利
己
」
の
立
場
と
の
矛
盾
（
＝
二
重
生
活
）
を
抱
え
た
高
橋
の

藤
と
、

そ
の

藤
を
「
利
己
」
の
立
場
で
解
消
し
よ
う
と
し
た
高
橋
を
蝕
む
心
の
空
洞
」
へ

の
批
判
で
あ
る
と
考
え
て
い
るt

。
こ
れ
は
上
田
の
解
釈
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
だ
が
、

語
り
手
の
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
担
う
主
題
に
つ
い
て
も
、

木
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
見
解
を
異
に
す
る
。
本
稿
は
、
そ
の
点
を
論
ず
る
。

一
　
自
己
犠
牲

明
治
四
十
三
年
六
月
十
三
日
付
岩
崎
正
宛
の

木
書
簡
は
、『
我
等
の
一
団
と
彼
』

の
執
筆
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

君
は
好い

い
兄
弟
を
持
つ
て
ゐ
る
。
僕
は
さ
う
思
ふ
。
妹
さ
ん
は
何ど

う
し
て
る

ね
？
　
あ
の
人ひ

と

は
立○

派○

な○

女○

に
な
る
人
だ
。
女
学
校
を
卒
へ
た
ら
必
ず
東
京
へ

出
し
給
へ
。
出
す
に
つ
い
て
の
方
法
は
そ
の
時
に
な
れ
ば
屹
度
出
来
る
よ
。
そ

れ
は
僕
は
保
障
す
る
よ
。
さ
う
し
て
今
か
ら
「
東
京
へ
出
す
女
」
と
し
て
教
育

し
た
ま
へ
。「
次
の
時
代
」
の
為
に
我
々
も
或
程
度
ま
で
は
犠
牲
に
な
ら
う
ぢ

や
な
い
か
？

あ
の
人ひ

と

は
た○

ゞ○

の○

人○

の
細
君
と
す
る
に
は
余
り
に
惜
し
い
人
だ
。

木
が
函
館
の
友
人
に
、
そ
の
妹
を
東
京
に
出
す
よ
う
に
勧
め
て
い
る
内
容
で
あ

る
。「
あ
の
人ひ

と

は
立○

派○

な○

女○

に
な
る
人
」
で
「
た○

ゞ○

の○

人○

の
細
君
と
す
る
に
は
余
り

に
惜
し
い
人
」
だ
と
い
う
文
面
に
、

木
の
期
待
が
表
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ

は
、
結
婚
し
て
た
だ
夫
や
子
供
、
舅
姑
に
仕
え
る
だ
け
の
女
性
に
な
る
の
で
な
く
、

自
己
の
能
力
を
発
揮
す
る
自
立
し
た
女
性
に
な
る
こ
と
へ
の
期
待
で
あ
る
。
そ
の
た

め
に
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
へ
の
チ
ャ
ン
ス
が
地
方
に
比
べ
て
は
る
か
に
多
い
東
京

に
、
妹
を
出
す
よ
う
慫
慂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

木
が
こ
の
書
簡
で
、
そ
の
た
め
の
あ

る
程
度
の
犠
牲
を
自
分
た
ち
は
払
お
う
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。「『
次
の
時
代
』」

と
し
て
思
い
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
女
性
た
ち
も
ま
た
男
性
と
対
等
に
、

個
人
と
し
て
認
め
ら
れ
、
人
格
が
尊
重
さ
れ
、
そ
の
能
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
ゆ

け
る
時
代
で
あ
る
。
そ
う
い
う
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
に
育
て
る
た
め
に

岩
崎
の
妹
を
東
京
に
出
す
、
そ
の
た
め
の
準
備
、
出
て
き
て
か
ら
の
世
話
、
そ
れ
ら
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三
七

『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
「
私
」



に
必
要
な
人
的
支
援
や
経
済
的
負
担
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
多
少
無
理
を
し
て
で
も

や
る
、「
犠
牲
」
の
具
体
的
内
容
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

木
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
。「
次
の
時
代
」
の
た
め
に
自
分
が

「
犠
牲
」
と
な
る
こ
と
を
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
る
と
す
る
人
生
態
度
が
、
こ
こ
に

は
認
め
ら
れ
る
。

さ
て
、『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
高
橋
彦
太
郎
で
あ
る
。
高
橋
は
、
こ
の
『
我
等

の
一
団
と
彼
』
執
筆
中
の

木
と
は
ま
っ
た
く
正
反
対
の
覚
悟
を
「
私
」
に
語
る
。

高
橋
と
「
私
」
と
の
次
の
や
り
と
り
を
見
て
ほ
し
い
。「
私
」
が
高
橋
の
「
野
心
」「
主

義
」
を
追
求
し
、
と
う
と
う
高
橋
が
そ
れ
を
告
白
す
る
場
面
で
あ
る
（
第
十
七
回
）。

『

―
僕
の
野
心
は
、
僕
等
が
死
ん
で
、
僕
等
の
子
供
が
死
ん
で
、
僕
等
の
孫

の
時
代
に
な
つ
て
、
そ
れ
も
大
分
年
を
取
つ
た
頃
に
初
め
て
実
現
さ
れ
る
奴
な

ん
だ
よ
。
い
く
ら
僕
等
が
焦
心

あ

せ

つ
た
つ
て
そ
れ
よ
り
早
く
は
な
り
や
し
な
い
。

可
い
か
ね
？
　
そ
し
て
仮
令

た
と
ひ

そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
僕
一
個
人
に
と

つ
て
は
何
の
増
減
も
無
い
ん
だ
。
何
の
増
減
も
無
い
！
　
僕
は
よ
く
夫そ

れ

を
知
つ

て
る
。
だ
か
ら
僕
は
、
僕
の
野
心
を
実
現
す
る
為
に
何
等
の
手
段
も
方
法
も
採

つ
た
こ
と
は
な
い
ん
だ
。』

（
略
）

『
そ
れ
だ
け
正
確
と
信
ず
る
結
論
を
有
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
其
の
為
に
何
等
実
行

的
の
努
力
を
し
な
い
と
い
ふ
筈
は
無
い
ぢ
や
な
い
か
？
　
僕
は
人
間
の
一
生
は

矢
張
自
己
の
発
現
だ
と
思
ふ
ね
。
其
の
外
に
は
意
味
が
無
い
と
思
ふ
ね
。』

（
略
）

『
僕
は
極
め
て
利
己
的
な
怠
け
者
だ
よ
。（
中
略
）
我
々
日
本
人
の
国
民
的
生

活
が
、
文
化
の
或
る
当
然
の
形
式
に
ま
で
進
ん
で
行
く
と
い
ふ
事
と
だ

―
そ

れ
が
果
し
て
幸
福
か
、
幸
福
で
な
い
か
は
別
問
題
だ
が
ね

―
そ
れ
と
、
僕
一

個
人
の
幸
不
幸
と
は
、
何
の
関
係
も
無
い
も
の
ね
。
僕
は
た
ゞ
僕
の
祖
先
の
血

を
引
い
て
、
僕
の
両
親
に
よ
つ
て
生
れ
て
、
そ
し
て
、
次

の

時

代

ネ
ク
ス
ト
ゼ
ネ
レ
エ
シ
ヨ
ン

の
犠
牲

と
し
て
暫
ら
く
の
間
生
き
て
ゐ
る
だ
け
の
話
だ
。
僕
の
一
生
は
犠
牲
だ
。
僕
は

そ
れ
が
厭
だ
。
僕
は
僕
の
運
命
に
極
力
反
抗
し
て
る
。
僕
は
誰
よ
り
も
平
凡
に

暮
ら
し
て
、
誰
よ
り
も
平
凡
に
死
ん
で
や
ら
う
と
思
つ
て
る
。』

こ
の
会
話
の
中
で
は
、
高
橋
の
「
野
心
」＝「
結
論
」、
そ
の
思
い
描
く
「
文
化
の

或
る
当
然
の
形
式
」
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
だ

が
、
こ
れ
以
前
の
会
話
の
中
で
、
高
橋
は
一
貫
し
て
「
我
々
の
時
代
」
を
「
個
人
意

識
の
勃
発
」
し
た
時
代
と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
こ
こ
で
高

橋
が
遠
い
将
来
の
こ
と
と
し
て
思
い
描
い
て
い
る
の
は
、“

人
間
が
個
人
と
し
て
尊

重
さ
れ
、
互
い
に
自
由
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
社
会‘

（
男
女
平
等
も
含
ま
れ
る
）

の
実
現
で
あ
る
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
や
は
り
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
高
橋
が
「
次

の

時

代

ネ
ク
ス
ト
ゼ
ネ
レ
エ
シ
ヨ
ン

の
犠

牲
」
と
な
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
拒
否
し
、「
誰
よ
り
も
平
凡
に
暮
ら
し
て
、
誰
よ

り
も
平
凡
に
死
ん
で
や
ら
う
」
と
い
う
思
い
や
、「
僕
は
、
僕
の
野
心
を
実
現
す
る

為
に
何
等
の
手
段
も
方
法
も
採
つ
た
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
人
生
態
度
を
述
べ
て
い

る
点
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
先
に
見
た
書
簡
で
の

木
の
人
生
態
度
―
「『
次
の
時
代
』
の
為
に

我
々
も
或
程
度
ま
で
は
犠
牲
に
な
ら
う
ぢ
や
な
い
か
？
」
―
と
は
、
ま
っ
た
く
正
反

対
の
態
度
で
あ
る
。

木
書
簡
に
即
し
て
言
え
ば
、
岩
崎
の
妹
を
新
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
女
性
に
養
育
す
る
努
力
の
意
義
を
、
高
橋
は
認
め
な
い
。
な
ぜ
か
。
そ
の
よ
う

な
努
力
は
「
僕
一
個
人
の
幸
不
幸
と
は
、
何
の
関
係
も
無
い
」、
つ
ま
り
、
そ
の
よ

う
な
努
力
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
べ
き
新
社
会
の
実
現
が
ど
れ
ほ
ど
近
づ
く

わ
け
で
も
な
く
、
自
分
が
そ
う
い
う
形
で
の
努
力
の
見
返
り
を
得
る
こ
と
な
ど
決
し

て
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
高
橋
の
考
え
方
と
態
度
に
は
次
の
よ
う
な
問
い
か
け
が
隠
さ
れ
て
い
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る
。
現
代
で
は
、
新
し
い
時
代
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
理
想
主
義
的
な
努
力
が
、
新

社
会
の
到
来
と
い
う
形
で
報
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
努
力
の

意
味
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
？
　
す
な
わ
ち
、
報
わ
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る

努
力
を
あ
え
て
す
る
意
味
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
？

高
橋
と

木
と
の
違
い
は
、
こ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
答
え
方
の
違
い
と
し
て
説

明
で
き
る
。
報
わ
れ
な
い
努
力
に
は
意
味
が
な
い
か
ら
新
し
い
時
代
へ
の
努
力
は
し

な
い
と
い
う
の
が
高
橋
の
答
え
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

木
の
答
え
は
、
た
と
え

報
わ
れ
な
く
と
も
新
し
い
時
代
へ
の
努
力
は
す
る
、
で
あ
る
。

で
は
、
語
り
手
の
「
私
」
は
こ
の
問
い
に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

先
に
引
用
し
た
場
面
の
直
後
に
そ
れ
は
書
か
れ
て
い
る
。
高
橋
の
言
葉
を
聞
き
な

が
ら
、「
私
」
は
自
分
の
死
ん
だ
父
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
。
父
は
郷
里
で
、

明
治
十
―
二
十
年
代
の
政
治
運
動
に
身
を
投
じ
た
先
覚
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
自
由

党
に
属
し
、
第
一
回
総
選
挙
（
明
二
十
三
〈
一
八
九
〇
〉
・
七
・
一
、

木
五
歳
）
で
当

選
、
だ
が
第
一
議
会
（
同
・
十
一
・
二
十
九
―
明
二
十
四
〈
一
八
九
一
〉
・
三
・
七
、

木
六
歳
）
の
会
期
半
ば
に
盲
腸
炎
に
か
か
っ
て
、
死
去
。
そ
の
時
、
す
で
に
家
の
財

産
は
な
く
、
残
さ
れ
た
の
は
父
の
名
望
と
一
冊
の
著
書
『
民
権
要
義
』
だ
け
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
「
私
の
ま
だ
幼
い
頃
の
事
」
と
さ
れ
る
。

高
橋
の
言
葉
は
、「
私
」
に
、
こ
の
自
ら
の
理
想
に
殉
じ
た
父
の
一
生
を
「
次
の

時
代
の
犠
牲
」
と
意
識
さ
せ
た
。

次
の
時
代
の
犠
牲
！
　
私
は
父
の
一
生
を
、
一
人
の
人
間
の
一
生
と
し
て
眺

め
た
や
う
な
気
が
し
た
。
父
の
理
想

―
結
論
は
父
を
殺
し
た
。
そ
し
て
其
の

結
論
は
、
子
た
る
私
の
幸
福
と
は
何
の
関
係
も
無
か
つ
た
。

―

「
次
の
時
代
」
の
た
め
の
努
力
に
対
す
る
何
の
見
返
り
も
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
死

ん
で
い
っ
た
人
生
、
結
局
は
報
わ
れ
な
か
っ
た
一
生
を
送
っ
た
人
間
と
し
て
、「
私
」

に
は
父
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
父
が
一

生
を
か
け
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
理
想
は
、
現
実
に
は
「
次
の
時
代
」
の
人
間
の
幸

福
に
さ
え
無
関
係
で
あ
っ
た
と
「
私
」
は
思
う
。
こ
う
し
て
、「
私
」
は
自
分
の
経

験
か
ら
、
高
橋
の
言
葉
の
意
味
す
る
も
の
―
遠
い
将
来
の
理
想
の
た
め
の
努
力
は
決

し
て
報
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
意
味
が
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
努
力
は
し
な
い
―
に

真
実
性
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
高
橋
に
向
け
た
自
分
の
言
葉
へ
の
確
信
を

揺
る
が
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

高
橋
は
、
言
つ
て
了
ふ
と
『
は
ゝ
。』
と
短
い
乾
い
た
笑
ひ
を
洩
ら
し
て
、

両
膝
を
抱
い
て
、
髭
の
跡
の
青
い
顋あ

ご

を
突
き
出
し
て
、
天
井
を
仰
い
だ
。（
略
）

私
は
、
高
橋
の
見
て
ゐ
る
世
の
中
の
広
さ
と
深
さ
に
、
彼
と
私
と
の
年
齢
の
相

違
を
乗
じ
て
み
た
。
然
し
そ
れ
は
単
に
年
齢
の
相
違
ば
か
り
で
は
な
い
や
う
で

も
あ
つ
た
。
父
に
就
い
て
の
連
想
は
、
妙
に
私
を
沈
ま
せ
た
。

理
想
主
義
に
殉
じ
た
父
の
一
生
を
意
味
が
な
い
と
見
て
し
ま
っ
た
息
子
の
気
落
ち

が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、「
高
橋
の
見
て
ゐ
る
世
の
中
の
広

さ
と
深
さ
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
自
己
の
認
識
の
単
純
さ
を
こ
こ
で
反
省
し

て
い
る
。「
自
己
の
発
現
」
の
一
生
、
す
な
わ
ち
自
己
の
信
ず
る
「
結
論
」
の
た
め

に
「
実
行
的
の
努
力
」
を
す
る
人
生
が
、
結
局
は
報
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
う
い
う
生
き
方
に
何
の
意
味
が
あ
る
か
？
　
「
私
」
は
そ
ん
な
ふ
う
に
人
生

を
問
う
た
こ
と
が
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、

木
と
高
橋
と
「
私
」
を
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
自
己
の
一
生
が

「
次
の
時
代
の
犠
牲
」
で
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
る
の
は

木
と
高

橋
で
あ
る
。「
私
」
に
は
そ
れ
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
見
た
よ
う
に
、

木
と
高
橋
と
は
結
論
に
お
い
て
正
反
対
の
行
動
、
人
生
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
も
ち

ろ
ん
、

木
は
高
橋
の
無
為
の
実
践
的
帰
結
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
作
品
に
お
け
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る
高
橋
批
判
の
要
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
ら
の
人
生
態
度
の
選

択
―
た
と
え
報
わ
れ
な
く
と
も
新
し
い
時
代
へ
の
努
力
は
す
る
―
も
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
理
想
の
た
め
に
は
、
人
生
に
お
い
て
あ
る
程
度
の
自
己
犠

牲
は
受
け
入
れ
る
と
い
う
選
択
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
正
反
対
の
行
動
、
人

生
態
度
の
前
提
と
な
る
問
題
意
識
そ
の
も
の
は
同
じ
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
作
品
に
描

か
れ
る
高
橋
の

藤
が
作
者
の

木
の

藤
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
こ

の
点
で
は
、
高
橋
が

木
に
重
な
り
、「
私
」
は

木
に
重
な
ら
な
い
。「
私
」
は
、

自
己
実
現
と
し
て
の
人
生
、
そ
こ
に
お
け
る
理
想
と
行
動
の
一
致
を
素
朴
に
信
じ
る
、

木
や
高
橋
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
の
人
物
で
あ
るy

。

二
　
志
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

作
品
の
第
二
十
八
回
（
最
終
回
）
は
、
夏
か
ら
秋
へ
の
季
節
の
交
代
を
描
く
。「
私
」

の
気
持
ち
も
新
し
く
な
り
、「
私
」
は
病
気
で
退
社
し
た
友
人
松
永
に
手
紙
を
書
く
。

作
品
は
そ
こ
で
終
わ
る
。

さ
て
、
こ
の
回
で
注
目
し
た
い
の
は
、
語
り
手
「
私
」
の
人
物
造
型
に
関
わ
る
次

の
記
述
で
あ
る
。
電
車
の
中
で
三
、
四
年
ぶ
り
に
偶
然
出
会
っ
た
旧
友
が
、
社
会
部

記
者
で
あ
る
「
私
」
の
書
い
た
記
事
に
注
目
し
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
。

彼
は
、
長
く
逢
は
ず
に
、
且
つ
私
の
方
で
は
思
出
す
こ
と
も
な
く
過
し
て
ゐ

た
に
拘
ら
ず
、
よ
く
私
の
近
状
を
知
つ
て
ゐ
た
。

『
先
月
で
し
た
か
、
静
岡
の
製
紙
工
場
を
視
察
に
い
ら
し
た
や
う
で
し
た
ね
？
』

そ
の
や
う
に
彼
は
言
つ
た
。

『
え
え
。』
私
は
軽
く
笑
っ
た
。
彼
は
Ｔ

―
新
聞
の
読
者
だ
つ
た
。

旧
友
が
記
事
を
通
じ
て
自
分
の
記
者
活
動
に
関
心
を
持
っ
て
く
れ
て
い
る
、
こ
れ

は
、
新
聞
記
者
と
し
て
は
励
ま
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
、
家
へ
帰
っ
た

「
私
」
の
感
じ
て
い
る
「
嬉
し
い
や
う
な
、
新
し
い
気
持
ち
」
は
、
一
つ
は
こ
の
出

来
事
に
よ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
に
は
、

木
が
こ
の
『
我
等
の
一
団
と
彼
』
を

執
筆
し
て
い
る
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
「
静
岡
の
製
紙
工
場
」
の
視
察
報
告
が
載
っ

て
い
る
。
明
治
四
十
三
年
六
月
七
日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
、「
●
製
紙
見
物
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
で
五
回
の
連
載
で
あ
る
。
執
筆
者
は
杉
村
楚
人
冠
。
当
時
、
生
産
高

日
本
一
を
誇
っ
て
い
た
富
士
製
紙
の
工
場
見
学
の
記
事
で
あ
るu

。

こ
れ
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
作
者

木
は
、
こ
の
小
説
で

社
会
部
記
者
と
し
て
設
定
し
た
「
我
等
の
一
団
」（「
私
」
も
含
む
）
を
造
型
す
る
に

あ
た
り
、
自
分
が
勤
め
る
東
京
朝
日
新
聞
社
の
記
者
た
ち
の
実
際
の
活
動
を
念
頭
に

置
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
活
動
と
は
、
い

わ
ゆ
る
軟
派
記
者
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
志
を
持
っ
た
硬
派
の
記
者
た

ち
の
活
動
で
あ
る
。

次
の
記
事
は
、
当
時
の
新
聞
社
の
社
会
部
の
様
子
や
社
会
欄
の
性
格
を
教
え
て
く

れ
るi

。▼
同
じ
新
聞
記
者
で
も
、
社
会
部
記
者
と
言
へ
ば
、
二
六
時
中

し
ょ
っ
ち
ゅ
う

社
会
の
暗
黒
面

に
突
入
つ
て
、
地
獄
の
亡
者
の
様
に
、
腐
敗
し
た
良
心
の
屍
骸

し
が
い

計ば
か

り
扱
つ
て
ゐ

る
御
連
中
だ
も
の
、
余
り
お
人
の
好
い
筈
は
無
い

▼
殊
に
各
社
を
通
じ
て
、
此
部
面
は
大
俗
物
や
鼻
下
長
閣
下
の
巣
窟
で
あ
る
。

「
三
面
記
事
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
新
聞
の
社
会
欄
は
殺
人
、

心
中
、
強
盗
、
自
殺
、
賭
博
、
窃
盗
、
虐
待
、
姦
通
、
強
姦
な
ど
の
警
察
沙
汰
に
な

っ
た
事
件
や
花
柳
界
の
艶
聞
、
評
判
、
珍
談
・
奇
談
な
ど
を
、
興
味
本
位
に
取
り
上

げ
る
記
事
で
満
ち
て
い
た
。
社
会
部
に
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
記
事
を
書
く
記
者
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た
ち
だ
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
俗
物
や
女
好
き
が
ひ
し
め
い
て
い
る
と
、
こ
の
記
事
は

述
べ
て
い
る
。

東
京
朝
日
新
聞
の
社
会
欄
も
基
本
的
に
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
次
の
記

事
が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
本
来
の
活
動
に
ふ
さ
わ
し
い
社

会
記
事
が
載
る
こ
と
も
あ
っ
たo

。

一
事
件
出
来

し
ゅ
っ
た
い

す
る
や
、
編
輯
長
が
四
方
に
命
令
し
て
、
記
者
を
駈か

り
立
て

る
、
盛
ん
に
一
号
活
字
を
濫
用
し
て
、
全
一
頁
も
同
一
事
件
の
記
事
で
埋
め
て

了し
ま

ふ
と
い
ふ
や
う
な
、
所
謂
い
わ
ゆ
る

米
国
式
な
遣や

り
方
は
嘗か
つ

て
朝
日
新
聞
に
見
ら
れ
な

い
。
何
処
ま
で
も
堅
実
で
あ
る
。
質
素

ぢ

み

で
あ
る
。
凡す
べ

て
の
調
子
が
高
い
。
少
な

く
と
も
仮
名
を
拾
っ
て
読
む
新
聞
で
は
無
い
。
各
新
聞
が
軟

や
は
ら

か
に
軟
や
は
ら

か
に
し

や
う
と
す
る
社
会
欄
に
も
、
朝
日
は
平
然
と
し
て
硬
い
社
会
種
を
入
れ
る
。

「
所
謂

い
わ
ゆ
る

米
国
式
な
遣や

り
方
」
と
は
、「
営
業
本
位
」
の
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
指
す
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
東
京
朝
日
新
聞
に
は
そ
う
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
な

い
と
い
う
。
そ
し
て
、
社
会
欄
に
も
「
硬
い
社
会
種
」
が
載
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
硬
い
社
会
種
」
と
し
て
、『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
執
筆
に
重
な
る
時
期

で
は
、
例
え
ば
「
東
京
に
於
け
る
社
会
改
良
事
業
現
況
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
記
事
が

あ
っ
た
。
明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
二
日
に
掲
載
が
始
ま
り
、
六
月
二
十
日
ま
で
、

計
二
十
回
の
記
事
が
載
っ
た!0

。
無
署
名
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
二
回
は
「
●

見
聞
雑
記

け
ん
も
ん
ざ
っ
き

」（
上
）（
下
）
と
し
て
、
取
材
を
終
え
た
記
者
の
意
見
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
記
者
は
、「
職
工
保
護
事
業
」
や
「
公
立
質
制
度
」「
公
立
労
働
紹
介
所
」
な

ど
の
必
要
を
訴
え
、
ま
た
「
子
守
教
育
」
や
「
下
宿
屋
の
改
良
」「
細
民
住
宅
問
題
」

な
ど
へ
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
ま
た
、「
社
会
欄
」
に
で
は
な
い
が
、
地
方
の
視
察

記
事
も
た
び
た
び
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
四
十
二
年
八
月
五
日
か
ら
始
ま
っ
た

「
東
北
の
東
半
面
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
は
、「
産
業
視
察
が
旅
行
の
目
的
な
り
し
も
」

堅
苦
し
さ
を
避
け
る
た
め
に
「
時
に
は
山
水
談
も
書
く
べ
し
」
と
し
て
連
載
を
始
め

て
い
る!1

。
楚
人
冠
の
「
●
製
紙
見
物
」
は
、
紙
の
一
般
的
な
製
造
工
程
と
新
聞
用
紙

（
巻
取
紙
）
の
製
法
、
形
状
、
種
類
、
値
段
、
各
新
聞
社
の
利
用
実
態
な
ど
の
話
を
肩

の
こ
ら
な
い
視
察
記
に
仕
立
て
た
啓
蒙
記
事
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
は
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
意
味
で
社
会
へ
の
寄
与
が
目
指
さ
れ
て
い

る
。

木
自
身
も
ま
た
「
百
回
通
信
」
に
新
聞
の
本
来
の
役
割
を
社
会
の
「
発
議
者
、

指
導
者
、
批
評
者
」
と
記
し
て
い
る!2

。
そ
の

木
に
と
っ
て
、
記
者
が
本
来
な
す
べ

き
仕
事
と
は
、
こ
う
い
っ
た
記
事
を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
て
、『
我
等
の
一
団
と
彼
』
に
戻
ろ
う
。

社
中
の
五
、
六
人
の
不
平
連
と
さ
れ
る
「
我
等
の
一
団
」（「
私
」
も
含
む
）
の
社

会
部
記
者
と
し
て
の
側
面
は
、
東
京
朝
日
新
聞
の
こ
う
い
っ
た
記
者
た
ち
の
姿
を
念

頭
に
置
い
て
造
型
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
第
一
回
の
冒
頭
に

次
の
場
面
が
あ
る
。「
我
等
の
一
団
」
が
集
ま
っ
て
飲
み
、
酔
い
が
回
っ
て
、
各
人

が
気
焔
を
あ
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

何ど

れ
も
此こ

れ
も
火
の
出
る
や
う
な
顔
を
突
き
出
し
て
、
明
日
に
も
自
分
等
の
手

で
社
の
改
革
を
為
遂

し

と

げ
て
見
せ
る
や
う
な
こ
と
を
言
ふ
。
平
生
か
ら
気
の
合
は

な
い
同
僚
を
、
犬
だ
の
、
黴
菌

ば
い
き
ん

だ
の
、
張
子
だ
の
、
麦
酒
ビ
ー
ル

罎び
ん

だ
の
と
色
々
の

綽
名

あ
だ
な

を
つ
け
て
、
糞
味
噌
に
罵
倒
す
る
。
一
人
が
小
皿
の
縁
を
箸
で
叩
き
つ
け

て
、『
一
体
社
で
は
我
々
紳
士
を
遇
す
る
の
途
を
知
ら
ん
。
あ
ん
な
品
性
の
下

劣
な
奴
等
と
一
緒
に
さ
れ
ち
や
甚
だ
困
る
。』
と
力
み
出
す
と
、
一
人
は
、

胡
座

あ
ぐ
ら

を
か
い
た
股
の
間
へ
手
焙
て
あ
ぶ

り
を
擁か
か

へ
込
ん
で
、
そ
れ
で
も
足
ら
ず
に
ぢ
り

ぢ
り
と
蹂に

じ

り
出
し
な
が
ら
、『
さ
う
ぢ
や
。
徒
い
た
づ

ら
に
筆
を
弄
ん
で
食
を
偸ぬ
す

む
。

の
う
。
文
明
の
盗
賊
と
は
彼
奴
等
の
事こ

つ

ち
や
。
社
会
の
毒
虫
ぢ
や
。
我
が
輩
不

敏
と
い
へ
ど
も
奴
等
よ
り
は
ま
だ
高
潔
な
心
を
有も

つ
と
る
。
学
問
を
せ
な
ん
だ

者も
ん

は
真ほ
ん

に
為
様
が
な
い
な
あ
。』
と
酒
臭
い
息
を
吹
い
て
そ
れ
に
応
ず
る
。
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―
そ
し
て
我
々
は
、
何
時
誰
が
言
ひ
出
し
た
と
も
な
く
、
自
分
等
の
一
団
を

学
問
党
と
呼
ん
で
ゐ
た
。

こ
の
記
者
た
ち
は
、
自
分
た
ち
を
「
学
問
」
が
あ
っ
て
「
高
潔
な
心
」
を
持
つ

「
紳
士
」
で
あ
る
と
自
負
し
、「
気
の
合
は
な
い
同
僚
」
を
「
品
性
の
下
劣
な
奴
等
」、

「
徒

い
た
づ

ら
に
筆
を
弄
ん
で
食
を
偸ぬ
す

む
」「
文
明
の
盗
賊
」「
社
会
の
毒
虫
」、「
学
問
を
せ

な
ん
だ
者も

ん

」
と
批
判
す
る
。
こ
れ
は
、「
気
の
合
は
な
い
同
僚
」
に
、
い
わ
ゆ
る
三

面
記
事
を
得
意
と
す
る
軟
派
記
者
を
髣
髴
と
さ
せ
る
批
判
で
あ
る
。
こ
の
記
者
た
ち

に
毛
嫌
い
さ
れ
て
い
る
同
僚
記
者
の
逢
坂
を
そ
の
一
人
と
考
え
て
い
い
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
、
記
者
た
ち
は
現
実
の
取
材
活
動
を
自
分
の
思
い
ど
お
り
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
。
彼
ら
は
「
命
令
が
出
る
と
何
処
へ
で
も
早
速
飛
び
出
し
て
行
」
か
ね
ば
な
ら

な
い
（
第
一
回
）。
例
え
ば
、
安
井
は
「
○
○
さ
ん
か
ら
活
動
写
真
の
弊
害
調
査
を
命

ぜ
ら
れ
」
て
、「
早
速
昨
夜
浅
草
へ
行
っ
て
見
た
」
と
言
う
し
（
第
二
十
四
回
）、「
私
」

に
し
て
も
、「
或
る
殺
人
事
件
の
探
訪
に
出
か
け
」
る
こ
と
も
あ
る
（
第
二
十
一
回
）。

次
は
、「
私
」
に
よ
る
高
橋
の
紹
介
で
あ
る
が
（
第
二
回
）、
記
者
自
身
の
意
に
か
な

う
取
材
、
気
乗
り
の
し
な
い
取
材
の
ど
ち
ら
も
が
当
然
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
思
わ

せ
る
記
述
で
あ
る
。

『
高
橋
さ
あ
ん
。』
と
社
会
部
の
編
輯
長
が
呼
ぶ
と
、
黙
つ
て
立
つ
て
其
の
前

へ
行
く
。『
は
い
。』
と
言
っ
て
命
令
を
聞
き
取
る
。（
略
）
渡
さ
れ
た
通
信
の

原
稿
を
受
け
取
っ
て
来
て
、
一
通
り
目
を
通
す
。
そ
れ
か
ら
出
懸
け
て
行
く
。

（
略
）
他
の
者
の
や
う
に
、「
何
だ
、
つ
ま
ら
な
い
。」
と
い
ふ
や
う
な
顔
を
す

る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
眼
を
輝
か
し
て
、
獲
物
を
見
付
け
た
猟
犬
の
や
う
に
飛

び
出
し
て
行
く
こ
と
も
な
い
。

「
我
等
の
一
団
」
の
不
平
に
も
、
こ
ん
な
所
か
ら
来
る
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
・
紙
面
と
重
ね
合
わ
せ
て
「
我
等

の
一
団
」
の
人
物
造
型
を
考
察
し
て
み
る
と
、
語
り
手
「
私
」
の
人
物
像
を
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
へ
の
志
を
持
つ
硬
派
の
社
会
部
記
者
に
比
定
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理

で
は
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
人
物
造
型
を
、
作
者

木
と
距
離
を
置
き
つ
つ
「
彼
（
高
橋
）」
を
批
判
的
に
相
対
化
す
る
た
め
に
行
な

わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
た
い
。
最
後
に
、
節
を
改
め
て
そ
の
こ
と
を
論
ず
る
。

三
　

木
と
高
橋
と
「
私
」

『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
作
品
中
、「
彼
（
高
橋
）」
へ
の
批
判
は
、
病
気
の
松
永

へ
の
世
話
を
「
残
酷
な
親
切
」
と
感
じ
る
「
私
」
の
感
想
や
、「
消
閑
法

ひ
ま
つ
ぶ
し

」
と
露
骨

に
言
う
剣
持
の
言
葉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。「
我
等
の
一
団
」
と
「
彼
（
高
橋
）」

と
の
関
係
が
主
題
を
担
う
と
は
、
両
者
の
こ
の
よ
う
な
関
係
を
言
う
。
い
ま
仮
に
、

こ
れ
ら
の
批
判
を
登
場
人
物
の
視
点
レ
ベ
ル
の
批
判
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の

批
判
は
、「
私
」
や
剣
持
が
自
己
の
見
聞
を
自
ら
の
視
点
で
そ
う
感
じ
、
そ
う
考
え

た
と
い
う
レ
ベ
ル
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
人
物
造
型
レ
ベ
ル
の
批
判
と
い
う
も
の
を
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

登
場
人
物
の
人
物
像
そ
の
も
の
が
、
他
の
登
場
人
物
を
相
対
化
し
、
批
判
的
に
捉
え

さ
せ
る
、
そ
う
い
う
人
物
造
型
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
最
終
回
で
「
私
」
が

「
静
岡
の
製
紙
工
場
」
の
視
察
記
事
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と

が
示
唆
す
る
の
は
、「
我
等
の
一
団
」
が
硬
派
の
社
会
部
記
者
た
ち
と
し
て
想
定
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
人
物
造

型
レ
ベ
ル
の
批
判
を
も

木
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

高
橋
の
人
物
像
は
、
理
想
主
義
的
志
向
を
持
ち
な
が
ら
も
、
自
ら
が
そ
の
「
犠
牲
」

に
な
る
こ
と
を
拒
み
、
そ
の
覚
悟
を
「
利
己
」
の
立
場
の
徹
底
と
し
て
貫
こ
う
と
す
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る
人
間
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
作
者
の

木
は
こ
の
時
期
、
先
に

見
た
よ
う
に
、
理
想
主
義
的
志
向
を
持
ち
つ
つ
、
自
ら
が
そ
の
「
犠
牲
」
に
な
る
こ

と
も
あ
る
程
度
は
受
け
入
れ
、
他
者
の
た
め
に
も
力
を
尽
く
そ
う
と
い
う
人
生
態
度

を
示
し
て
い
た
。
こ
の
二
人
に
対
し
、「
私
」
に
は
「
将
来
の
日
本
」
を
思
い
描
く

よ
う
な
理
想
主
義
的
志
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。「
私
」
に
想
定
で
き
る
の
は
、
前
節

で
論
じ
た
よ
う
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
志
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

社
会
の
不
正
を
告
発
し
、
正
義
・
公
正
の
実
現
に
努
め!3

、
市
民
生
活
の
向
上
や
現
実

社
会
の
改
良
を
言
論
を
通
じ
て
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
行
動
を
と
も
な
う
だ
ろ
う
。

そ
う
、
こ
う
い
っ
た
記
者
た
ち
は
、
そ
れ
が
「
犠
牲
」
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
と

考
え
る
こ
と
も
な
く
、
目
の
前
の
社
会
の
改
善
・
向
上
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
人

た
ち
な
の
で
あ
る
。「
我
等
の
一
団
」
が
人
物
像
と
し
て
高
橋
に
批
判
的
に
対
置
さ

れ
う
る
点
は
こ
こ
で
あ
る
。
遠
い
将
来
に
理
想
社
会
を
望
み
な
が
ら
の
現
在
の
無
為

と
、
社
会
に
寄
与
す
る
行
動
を
現
に
と
っ
て
い
る
こ
と
の
ど
ち
ら
が
価
値
あ
る
姿
で

あ
る
か
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
明
ら
か
だ
ろ
う
。

作
品
の
最
終
回
で
、「
私
」
の
旧
友
が
、
記
事
を
通
じ
て
「
私
」
の
記
者
活
動
に

関
心
を
持
っ
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
る
。「
私
」
に
と
っ
て
そ
れ
は
、

社
会
部
記
者
と
し
て
の
今
の
自
分
の
あ
り
方
を
肯
定
的
に
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
出
来

事
だ
っ
た
。
作
者

木
の
、「
私
」
を
含
む
「
我
等
の
一
団
」
の
記
者
た
ち
へ
の
肯

定
的
と
ら
え
方
も
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。

高
橋
と

木
の
共
有
す
る
問
い
か
け
―
現
代
で
は
、
新
し
い
時
代
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
理
想
主
義
的
な
努
力
が
、
新
社
会
の
到
来
と
い
う
形
で
報
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
、
だ
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
努
力
の
意
味
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
？
―
の
答
え
は
、

「
利
己
」
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
論
理
的
に
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
努
力
に

意
味
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
自
分
自
身
の
問
題
を
何
処
ま
で
も
机
の
上
で
取

扱
つ
て
行
か
う
」（「
硝
子
窓
」）!4

と
す
れ
ば
、
人
は
高
橋
的
韜
晦
を
生
き
て
ゆ
く
し
か
な

い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
拒
否
す
る
と
す
れ
ば
、
人
は
お
の
れ
が
時
代
の
過
渡
期
に

生
き
て
い
る
と
い
う
「
運
命
」
を
受
け
入
れ
、「
利
己
」
の
立
場
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

「
犠
牲
」
と
な
る
こ
と
も
厭
わ
な
い
と
い
う
人
生
態
度
へ
の
、
行
動
に
お
け
る
転
換

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
転
換
を
促
す
も
の
は
、
机
上
の
論
理
で
は
な
く
、
人
生
の
経

験
で
あ
る
。「
利
己
」
の
立
場
に
こ
だ
わ
ら
ず
、「
犠
牲
」
と
な
る
こ
と
も
厭
わ
な
い

行
動
が
現
実
に
あ
り
、
そ
れ
が
価
値
あ
る
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
時
、
人
は
理
屈
を

超
え
て
、
そ
の
よ
う
な
人
生
態
度
に
学
ぼ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
現
に
活
躍
し
て
い
る
硬
派
記
者
、
志
あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
の
姿
に

接
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
価
値
体
験
の
一
つ
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、

木
は
、「
私
」
を
含
む
「
我
等
の
一
団
」
を
、
や

は
り
、
人
物
像
の
レ
ベ
ル
で
も
高
橋
に
批
判
的
に
対
置
し
う
る
人
間
と
し
て
造
型
し

よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。
作
品
の
実
質
を
検
証
す
れ
ば
、
そ
の
肉
付
け
の
不
十
分

さ
は
否
め
な
い
が
、
最
終
回
に
示
さ
れ
る
「
私
」
の
記
者
活
動
の
一
端
は
、
そ
の
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
に
足
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

（
了
）

注q

明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
・
五
│
六
　
執
筆
、
生
前
未
発
表
。
大
正
元
（
一
九
一

二
）・
八
・
二
七
│
九
・
二
七
「
読
売
新
聞
」
連
載
（
全
二
八
回
）。
大
正
五
（
一
九
一

七
）・
五
「
生
活
と
芸
術
叢
書
」
第
六
編
と
し
て
単
行
本
化
（
全
六
章
）。
本
稿
で
は
、

『
石
川

木
全
集
　
第
三
巻
』（
一
九
七
八
・
一
〇
、
筑
摩
書
房
）
所
収
の
初
出
テ
キ
ス

ト
を
用
い
る
。

w

小
田
切
秀
雄
『
新
編
石
川

木
の
世
界
』
第
三
文
明
社
、
一
九
八
〇
・
一
一
。
ま

た
、
小
川
武
敏
は
『
石
川

木
』（
武
蔵
野
書
房
、
一
九
八
九
・
九
）
で
、「
私
」
を

「
透
明
で
無
色
の
話
者
と
し
て
高
橋
・
松
永
ら
を
読
者
に
伝
え
る
脇
役
に
終
始
し
て
い

る
」
と
す
る
。

e

上
田
博
『

木
　
小
説
の
世
界
』
双
文
社
出
版
、
一
九
八
〇
・
九

r

さ
ら
に
、
上
田
は
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
六
巻
　
石
川

木
』（
角
川
書
店
、
一
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『
我
等
の
一
団
と
彼
』
の
「
私
」



九
八
二
・
六
）
に
お
い
て
、「

木
は
、
内
的
な

藤
を
〈
私
〉
と
高
橋
に
仮
託
し
な

が
ら
、
混
沌
と
し
た
心
的
状
況
、
混
濁
し
た
状
況
認
識
を
整
序
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
」
と
、
結
末
に
至
る
作
品
展
開
を
説
明
し
て
い
る
。

t

若
林
敦
「『
我
等
の
一
団
と
彼
』
に
お
け
る
「
二
重
生
活
」
批
判
」（
国
際

木
学
会

編
『
論
集
石
川

木
Ⅱ
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
四
・
四
）

y

作
中
に
「
私
」
が
内
職
と
し
て
「
ロ
オ
ズ
ヴ
エ
ル
ト
」
の
翻
訳
を
手
が
け
て
い
る

と
い
う
記
述
が
出
て
く
る
（
第
十
二
回
）。「
ロ
オ
ズ
ヴ
エ
ル
ト
」（
米
国
前
大
統
領
セ
オ

ド
ア
・
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
）
は
、「
私
」
の
こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
を
支
え
る
た
め
に

木
が
用
い
た
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
そ
の
論

証
は
割
愛
す
る
が
、
上
田
博
「〈
高
橋
彦
太
郎
〉
は
ど
こ
か
ら
来
た
か
」（『
石
川

木

抒
情
と
思
想
』
三
一
書
房
、
一
九
九
四
・
三
）
に
も
「
ロ
オ
ズ
ヴ
エ
ル
ト
」
の
シ
ン
ボ
ル

性
の
分
析
が
あ
る
。

u

記
事
の
署
名
は
「
楚
」。
楚
人
冠
は
当
時
学
芸
部
長
の
肩
書
き
を
持
っ
て
い
た

（『
朝
日
新
聞
社
史
　
資
料
編
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五
・
一
））。
だ
が
、
遊
軍
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
よ
う
だ
（
後
出
注
o
の
記
事
に
よ
る
）。
以
下
、
記
事
の
副
題
と
掲
載
日

付
を
記
す
。「
一
、
バ
イ
サ
ル
」（
六
月
七
日
）、「
二
、
藁
と
ボ
ー
ル
紙
」（
六
月
九
日
）、

「
三
、
襤
褸

ぼ

ろ

と
上
等
紙
」（
六
月
十
日
）、「
四
、
新
聞
用
紙
の
上
」（
六
月
十
二
日
）、「
五
、

新
聞
用
紙
の
下
」（
六
月
十
三
日
）。

i

「
東京

新
聞
社
の
社
会
部
」（
明
四
二
・
一
〇
・
一
七
、
二
四
『
サ
ン
デ
ー
』
第
四
七
、
四
八
号
）

（『
明
治
新
聞
人
文
学
集
（
明
治
文
学
全
集
九
一
）』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
・
七
所
収
）

o

「
東京

朝
日
新
聞
社
」（
明
四
二
・
八
・
一
五
、
二
二
『
サ
ン
デ
ー
』
第
三
八
、
三
九
号
）

（
同
前
所
収
）。
こ
の
記
事
は
、
東
京
朝
日
新
聞
の
紙
面
に
つ
い
て
、
五
、
六
、
七
の
三

面
が
社
会
部
の
編
集
、
二
、
三
、
四
の
三
面
が
編
集
長
佐
藤
真
一
の
編
集
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
な
お
、『
朝
日
新
聞
社
史
　
明
治
編
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
〇
・
七
）

は
、
明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
日
の
改
革
後
の
紙
面
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て

い
る
。（
一
面
）
広
告
、（
二
面
）
内
外
電
報
と
政
経
、（
三
面
）
社
説
、
政
経
、
純
文
学

小
説
、（
四
面
）
政
経
、（
五
面
）
社
会
、（
六
面
）
家
庭
、
学
芸
、
趣
味
娯
楽
、
運
動
、

（
七
面
）
通
俗
小
説
、
短
い
雑
報
や
読
み
物
、
新
刊
紹
介
な
ど
、（
八
面
）
商
況
。

!0

六
面
に
掲
載
。
五
月
は
二
十
二
日
か
ら
三
十
一
日
ま
で
毎
日
、
六
月
は
二
、
三
、

十
、
十
三
―
十
六
、
十
八
―
二
十
日
。

!1

署
名
は
「
無
冠
人
」、
若
松
、
仙
台
、
盛
岡
へ
の
視
察
旅
行
記
事
。
八
月
十
九
日
ま

で
三
面
に
十
三
回
連
載
。
ま
た
、
こ
れ
以
前
に
も
「
出
羽
と
陸
奥
」（
署
名
は
風
来
、

米
沢
、
山
形
、
秋
田
、
弘
前
、
青
森
へ
の
視
察
旅
行
記
事
）
が
六
月
六
日
か
ら
二
十
八
日

ま
で
三
面
に
十
六
回
連
載
さ
れ
、
以
後
に
は
「
御
秋
田
記
」（
署
名
は
告
天
子
、
秋
田
県

の
諸
新
聞
記
者
招
待
に
よ
る
視
察
旅
行
記
事
）
が
八
月
二
十
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で
三
、

四
面
に
十
八
回
連
載
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
観
光
名
所
の
紹
介
も
多
い
が
、
最
終
回

に
「
斯
う
や
か
ま
し
く
新
聞
に
書
き
立
て
ゝ
東
北
振
興
を
絶
叫
し
て
く
る
と
、
秋
田

人
も
最
早
も
は
や

昔
の
呑
気
の
ん
き

で
済
ま
さ
れ
も
せ
ま
い
」
と
、
記
事
の
目
的
が
記
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
楚
人
冠
の
記
事
の
掲
載
は
四
面
で
あ
る
。

!2

「
百
回
通
信
　
十
二
」（『
岩
手
日
報
』
明
四
二
・
一
〇
・
二
二
）

!3

注
y
で
ふ
れ
た
「
ロ
オ
ズ
ヴ
エ
ル
ト
」
の
シ
ン
ボ
ル
性
は
こ
の
点
も
支
え
て
い
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
別
稿
に
て
論
じ
た
い
。

!4

『
新
小
説
』
明
治
四
三
・
六

〔
付
記
〕木

の
文
章
の
引
用
は
『
石
川

木
全
集
』
全
八
巻
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
・
四

│
一
九
八
〇
・
一
）
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
の
引
用
に
際
し
て
は

漢
字
を
通
行
の
字
体
に
、
総
ル
ビ
を
パ
ラ
ル
ビ
に
改
め
た
。

（
長
岡
技
術
科
学
大
学
助
教
授
）

334

四
四


