
三
造
の
死
生
徘
徊

︱
︱
﹁
北
方
行
﹂
か
ら
﹁
狼
疾
記
﹂
へ
︱
︱

種

茗

は
じ
め
に

｢北
方
行
﹂
は
中
島
敦
没
後
の
一
九
四
八
年
五
月
に
﹁
表
現
﹂
第
二
号
春
季
号

︵
角
川
書
店
︶
に
発
表
さ
れ
た
未
完
の
長
編
小
説
で
あ
る
︒
第
四
章
の
末
尾
に
﹁
三

五
・
八
・
十
九
﹂
と
い
う
日
付
か
ら
一
九
三
五
年
が
ま
だ
﹁
北
方
行
﹂
創
作
途
中

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
二
〇
〇
一
年
全
集
の
解
題
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う

に
︑﹁
大
学
在
学
中
か
ら
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
﹃
ノ
ー
ト
第
一
﹄﹂
に
書
か
れ
た

﹁
北
方
行
﹂
の
下
書
き
と
︑
一
九
三
三
年
の
手
帳
に
伝
吉
の
手
記
が
書
か
れ
た
こ

と
と
︑
一
九
三
六
年
六
月
書
簡
の
﹁
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
﹂︑﹁
北
方
行
﹂
に
基
づ

い
て
書
か
れ
た
短
篇
﹁
狼
疾
記
﹂
原
稿
末
尾
に
﹁
昭
十
一
・
十
一
・
十
﹂
が
﹁
昭

十
二
﹂︑﹁
昭
十
一
﹂
に
二
回
直
さ
れ
て
最
終
的
に
抹
消
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
る

と
︑﹁
北
方
行
﹂
が
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
六
年(

)

︵
一
九
三
七
年
？
︶
ま
で
書
き

1

続
け
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
︒

現
存
の
部
分
は
五
章
あ
り
︑
第
一
章
で
は
﹁
人
間
的
真
実
﹂
を
追
求
す
る
た
め

に
日
本
か
ら
天
津
へ
渡
航
し
て
い
た
黒
木
三
造
が
描
か
れ
︑
第
二
章
で
は
︑
中
国

に
嫁
い
だ
三
造
の
従
姉
・
白
夫
人
の
国
籍
混
乱
や
娘
・
英
美
の
言
語
混
乱
が
書
か

れ
て
い
る
︒
第
三
章
で
は
折
毛
伝
吉
が
登
場
し
︑
稲
妻
の
中
で
上
海
で
過
ご
し
た

時
間
を
思
い
出
す
︒
第
四
章
で
は
︑
宴
会
に
参
加
す
る
三
造
と
伝
吉
が
白
夫
人
の

紹
介
で
知
り
合
う
こ
と
や
︑
当
時
の
中
国
情
勢
に
対
す
る
青
年
た
ち
の
討
論
な
ど

が
書
か
れ
︑
第
五
章
で
は
伝
吉
と
三
造
と
の
対
談
が
行
わ
れ
る
︒

先
行
研
究
に
お
い
て
︑
濱
川
勝
彦
は
作
品
の
主
題
に
つ
い
て
﹁
三
造
の
存
在
論

的
不
安
の
︑
実
践
的
脱
皮
を
意
図
し
た
﹂(

)

と
指
摘
し
て
い
る
︒
奥
野
政
元
は
﹁
特

2

定
の
場
に
置
か
れ
た
自
己
が
︑
如
何
に
そ
の
場
を
受
容
す
る
か
の
問
題
﹂(

)

を
提
示

3

し
︑
川
村
湊
は
﹁
三
造
を
︑
そ
う
し
た
人
々
の
渦
の
中
に
投
げ
込
み
︑
そ
こ
か
ら

い
か
に
彼
が
﹃
現
実
﹄
の
世
界
や
︑
事
実
や
事
物
を
ど
の
よ
う
に
掴
ん
で
く
る
の

か
を
︑
文
学
的
な
実
験
と
し
て
試
み
よ
う
と
し
た
﹂(

)

と
い
う
観
点
を
述
べ
て
い

4

る
︒
本
論
で
は
︑
ま
ず
先
行
研
究
に
お
け
る
自
己
と
現
実
と
い
う
角
度
を
踏
ま

え
︑
三
造
と
伝
吉
の
思
想
の
源
を
探
ろ
う
と
す
る
︒

年
譜(

)

に
よ
る
と
︑
一
九
三
五
年
に
中
島
敦
が
﹁
同
僚
数
名
と
パ
ス
カ
ル
﹃
パ
ン

5

セ
﹄
の
講
読
会
を
も
つ
﹂
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
︑
一
九
三
七
年

の
中
島
敦
の
手
帳
に
は
︑
二
月
二
〇
日
に
﹁
P
a
s
c
a
l

P
e
n
s
é
e
到
着
︑
勉
強
セ

ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
﹂︑
九
月
二
日
に
﹁
P
a
s
c
a
l
；‘

E
p
ic
te
tu
s
e
t

M
o
n
ta
ig
n
e’

頗

る
明
快
﹂︑
九
月
一
〇
日
に
﹁
戦
争
ハ
何
時
迄
続
ク
カ
︑
／
パ
ス
カ
ル
ヲ
想
起
ス
︑

／
ピ
レ
ネ
ー
の
南
の
徳
は
︑
ピ
レ
ネ
ー
の
北
の
罪
︑
云
々
︱
︱
﹂︑
九
月
一
七
日

に
﹁‘

P
a
s
c
a
l

’

H
u
x
le
y
読
了
﹂
と
︑
一
九
三
八
年
八
月
九
日
の
手
帳
に
﹁
パ
ス

カ
ル
訳
了
﹂
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
北
方
行
﹂
の
草
稿
が
綴
ら

れ
た
作
者
の
﹁
ノ
ー
ト

第
一
﹂
に
も
﹁
A
・
H
u
x
le
y
﹂
が
書
か
れ
た
︒
こ
れ

ら
の
記
録
か
ら
︑
パ
ス
カ
ル
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
に
対
す
る
中
島
の
深
い
関
心
が
窺

え
る
︒

パ
ス
カ
ル
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
受
容
に
つ
い
て
︑
橋
本
忠
広
は
中
島
敦
の
中
学

三
造
の
死
生
徘
徊
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時
代
か
ら
の
英
文
学
に
対
す
る
興
味
︑
大
学
時
代
に
聴
講
し
た
英
文
学
の
講
義
な

ど
の
中
島
敦
の
英
文
学
に
対
す
る
関
心
を
提
示
し
︑
ま
た
︑
一
九
三
七
年
中
島
が

購
入
し
た
パ
ス
カ
ル
の
﹃
パ
ン
セ
﹄
が
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂
を
翻
訳

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る(

)

と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
継
続
と
し
て
︑
橋
本
は
中
島

6

敦
の
﹁
北
方
行
﹂
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
﹃
対
位
法
﹄
と
の
関
係
を
論
証
し
︑﹁
中

島
は
﹃
対
位
法
﹄
を
下
敷
き
に
し
て
﹁
北
方
行
﹂
を
執
筆
し
た
﹂(

)

と
結
論
を
ま
と

7

め
て
い
る
︒
本
田
孔
明
は
﹁
北
方
行
﹂
を
﹁︿
神
﹀
を
拒
否
し
つ
つ
絶
対
を
求
め

る
伝
吉
に
︑
抽
象
的
思
考
に
よ
る
現
実
か
ら
の
乖
離
を
﹃
生
命
礼
賛
者
と
し
て
の

人
間
﹄
と
い
う
立
場
で
克
服
し
よ
う
と
す
る
三
造
を
対
決
さ
せ
る
試
み
﹂
と
解
読

し
︑
ま
た
﹁
そ
れ
が
中
島
固
有
の
問
題
意
識
で
は
な
い
こ
と
﹂
を
﹁﹃
パ
ス
カ
ル
﹄

と
い
う
先
行
テ
ク
ス
ト
﹂
を
見
て
明
か
に
な
っ
た
こ
と(

)

を
提
示
し
て
い
る
︒
本
論

8

で
は
︑
一
九
三
八
年
に
中
島
敦
に
訳
了
さ
れ
た
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂

と
も
っ
と
早
く
中
島
敦
に
読
ま
れ
た
パ
ス
カ
ル
の
﹃
パ
ン
セ
﹄
と
い
う
二
作
に
お

け
る
観
点
の
差
異
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
北
方
行
﹂
の
創
作
に
与
え
た
影
響
に
つ
い

て
分
析
し
て
い
き
た
い
︒
特
に
﹃
パ
ン
セ
﹄
を
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂

に
批
判
さ
れ
る
対
象
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
︑
パ
ス
カ
ル
の
哲
学
の
本
質
と
前

提
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
北
方
行
﹂
以
前
の
︿
三
造
も
の
﹀
に
お

け
る
中
島
の
固
有
の
問
題
と
パ
ス
カ
ル
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
哲
学
と
の
関
係
性
を

分
析
す
る
必
要
が
あ
る
︒
本
論
で
は
︑﹃
パ
ン
セ
﹄
と
﹁
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
﹂
の
二

作
と
﹁
北
方
行
﹂
の
主
人
公
・
三
造
と
伝
吉
の
人
物
形
象
と
の
関
係
を
考
察
し
︑

︿
三
造
も
の
﹀
に
お
け
る
﹁
北
方
行
﹂
の
特
徴
を
ま
と
め
︑
そ
の
後
の
﹁
狼
疾
記
﹂

に
与
え
る
影
響
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一
︑
伝
吉
と
﹃
パ
ン
セ
﹄

伝
吉
の
恐
怖
と
不
安
は
小
学
校
の
教
師
か
ら
聞
い
た
人
類
絶
滅
説
か
ら
来
て
い

る
︒﹁
人
類
が
無
く
な
つ
た
あ
と
の
無
意
義
な
真
暗
な
無
限
の
時
の
流
れ
を
想
像

し
て
︑
そ
の
恐
ろ
し
さ
に
堪
へ
ら
れ
﹂
な
い
伝
吉
は
生
き
る
希
望
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
︒
そ
の
状
態
で
︑
伝
吉
は
﹁
上
海
か
ら
北
京
へ
の
全
く
あ
て
の
な
か
つ
た

漂
泊
﹂
を
続
け
た
︒
伝
吉
に
不
安
と
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
人
類
絶
滅
説
の
源
を
探

る
た
め
に
︑
中
島
敦
が
﹁
北
方
行
﹂
を
創
作
し
た
時
期
に
読
ん
だ
﹃
パ
ン
セ
﹄
に

お
け
る
宇
宙
観
を
見
る
必
要
が
あ
る
︒

『パ
ン
セ
﹄
に
お
い
て
︑
宇
宙
の
二
つ
の
極
限
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

宇
宙
を
照
ら
す
た
め
の
永
遠
の
灯
火
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
あ
の
輝
か

し
い
光
に
目
を
注
ぎ
︑
こ
の
天
体
の
描
く
広
大
な
軌
道
に
く
ら
べ
て
は
︑
こ

の
地
球
も
一
点
の
よ
う
に
見
え
︑
さ
ら
に
こ
の
広
大
な
軌
道
そ
れ
自
体
と
い

え
ど
も
︑
天
空
を
め
ぐ
る
も
ろ
も
ろ
の
天
体
が
と
り
ま
い
て
い
る
軌
道
に
く

ら
べ
て
は
︑
ご
く
微
細
な
一
尖
端
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
驚
く
が
い

い
︒
︵
中
略
︶
人
間
に
い
ま
一
つ
の
驚
く
べ
き
不
可
思
議
を
見
せ
る
た
め
に
︑

人
間
は
自
分
の
知
っ
て
い
る
も
の
の
な
か
で
最
も
微
小
な
も
の
を
さ
が
し
て

く
る
が
い
い
︒(

)
9

最
も
広
大
な
宇
宙
と
最
も
微
細
な
も
の
を
認
識
し
き
れ
な
い
人
間
は
こ
の
よ
う

な
無
限
大
と
無
限
小
の
間
に
彷
徨
い
︑
自
分
自
身
を
失
っ
て
し
ま
う
と
パ
ス
カ
ル

は
言
っ
て
い
る
︒﹃
パ
ン
セ
﹄
に
お
け
る
理
論
も
こ
の
基
調
か
ら
展
開
さ
れ
て
い

る
︒
そ
の
う
え
︑﹁
万
物
は
虚
無
か
ら
発
し
︑
無
限
へ
む
か
っ
て
運
ば
れ
て
い
く
︒

こ
の
よ
う
な
驚
く
べ
き
運
行
を
︑
だ
れ
が
た
ど
っ
て
行
け
る
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ

ら
の
驚
異
を
創
造
し
た
者
は
︑
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
の
者
は
だ
れ
も
知

ら
な
い
﹂
と
い
う
虚
無
と
無
限
と
の
二
つ
の
深
淵
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑﹃
パ
ン
セ
﹄
に
お
け
る
人
間
に
対
す
る
認
識
も
右
記
の
よ
う
な
﹁
虚

無
﹂
と
﹁
無
限
﹂
に
基
づ
き
︑
も
し
母
親
が
殺
さ
れ
る
と
今
の
私
が
い
な
い
の
を

八
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例
に
し
て
︑﹁
私
は
必
然
的
存
在
で
は
な
い
﹂︑
ま
た
︑﹁
私
は
永
遠
で
も
︑
無
限

で
も
な
い
﹂
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
一
方
で
︑﹁
自
然
の
う
ち
に
︑

永
遠
に
し
て
無
限
な
る
必
然
的
存
在
が
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
私
は
知
っ
て
い

る
﹂
と
い
う
神
の
存
在
を
認
め
て
い
る
︒
神
以
外
の
人
は
﹁
天
使
で
も
な
け
れ
ば

禽
獣
で
も
な
い
﹂︑
常
に
﹁
中
間
﹂
に
い
る
︒
そ
し
て
︑
パ
ス
カ
ル
は
人
間
の
自

愛
と
い
う
悪
習
慣
を
批
判
し
︑
自
愛
が
す
べ
て
の
秩
序
を
乱
す
源
だ
と
言
っ
て
い

る
︒上

記
の
パ
ス
カ
ル
の
理
論
に
対
し
︑﹁
北
方
行
﹂
に
お
け
る
伝
吉
が
﹁
人
類
や

地
球
に
対
す
る
不
信
﹂
を
抱
き
︑﹁
今
あ
る
如
く
︑
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
︵
必

然
性
︶
が
何
処
に
あ
る
か
﹂
を
探
ろ
う
と
し
︑﹁
世
界
は
ま
あ
何
と
い
ふ
偶
然
的

な
假
象
の
集
ま
り
な
の
だ
﹂
と
感
嘆
す
る
の
は
パ
ス
カ
ル
の
理
論
か
ら
影
響
を
受

け
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
が
︑
し
か
し
︑
パ
ス
カ
ル
が
主
張
し
て
い
る
神
へ
の
帰

依
は
伝
吉
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
︒
そ
れ
が
﹁
北
方
行
﹂
に
お
け
る
中
島
の
独
自

性
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

世
の
す
べ
て
は
こ
れ
悉
く
神
の
設
け
た
穽
︑
神
の
嗜
虐
性
を
満
足
さ
せ
る

所
の
巧
妙
極
る
か
ら
く
り
で
は
な
い
か
︒
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
何
の
術

も
な
く
︑
あ
は
れ
な
人
間
共
は
そ
の
わ
な
に
頸
を
し
め
ら
れ
︑
き
ず
つ
け
ら

れ
︑
次
の
穽
の
豫
想
に
お
び
え
つ
つ
︑
神
の
満
足
の
微
笑
に
見
ま
も
ら
れ
な

が
ら
︑
闇
黒
の
墓
穴
へ
と
送
ら
れ
て
行
く
︒
︵
中
略
︶
此
の
︑
神
の
我
儘
な

嗜
虐
性
の
恐
ろ
し
さ
の
前
に
は
︑
無
に
ひ
と
し
い
個
人
の
憤
激
も
︑
そ
れ
に

よ
つ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
狂
気
も
暴
行
も
自
棄
も
何
の
意
味
も
な
い
︒

人
の
原
罪
が
神
の
設
け
た
罠
だ
と
考
え
て
い
る
伝
吉
は
﹁
神
の
嗜
虐
性
﹂
︵
人

間
が
﹁
無
に
ひ
と
し
い
﹂︶
の
た
め
︑
神
に
反
逆
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
︑
神

と
い
う
大
き
な
存
在
の
前
に
屈
服
す
る
し
か
な
い
と
訴
え
る
︒
伝
吉
が
言
っ
て
い

る
神
と
は
︑
ま
さ
に
上
述
し
た
広
大
な
宇
宙
の
よ
う
な
︑
人
間
が
ど
う
し
て
も
認

識
し
き
れ
な
い
︑
予
想
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
︑
そ
の
前
に
い
る
人
間
は
と
て
も

力
弱
く
て
小
さ
い
も
の
で
あ
る
︒﹃
パ
ン
セ
﹄
に
お
い
て
︑
パ
ス
カ
ル
は
人
間
の

不
安
定
な
位
置
を
指
摘
し
た
う
え
で
︑
神
に
帰
依
す
る
こ
と
を
解
決
策
と
し
て
提

示
し
て
い
る
が
︑
伝
吉
に
と
っ
て
神
が
意
地
悪
な
存
在
で
あ
る
た
め
︑
伝
吉
は
神

に
帰
依
し
よ
う
と
し
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
伝
吉
が
す
べ
て
の
こ
と
に
対
し
て

﹁
無
感
動
﹂
に
な
る
原
因
で
も
あ
ろ
う
︒

極
く
幼
い
頃
か
ら
︑
彼
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
事
を
知
り
悉
し
た
い
﹂
欲
望
と
︑

﹁
出
来
る
限
り
多
く
の
事
物
が
自
分
の
理
解
の
彼
方
に
あ
れ
ば
い
い
﹂
と
い

ふ
︑
︵
中
略
︶
前
者
は
誰
に
で
も
あ
る
︑
﹁
自
分
を
神
に
し
た
い
欲
望
﹂
だ
つ

た
が
︑
後
者
は
︑﹁
此
の
世
界
を
︑
絶
対
的
信
頼
に
値
す
る
確
固
た
る
も
の

と
信
じ
た
い
﹂
と
い
ふ
︑
そ
の
逆
の
︑
つ
ま
り
︑
此
の
宇
宙
の
不
確
か
さ
︑

あ
は
れ
さ
︑
に
対
す
る
彼
の
恐
怖
か
ら
生
れ
た
強
い
希
求
で
あ
つ
た
︒

人
類
絶
滅
説
を
信
じ
る
伝
吉
は
︑﹁
此
の
宇
宙
の
不
確
か
さ
﹂
と
自
己
の
不
安

定
な
位
置
を
よ
く
知
っ
て
い
る
︒﹁
自
分
を
神
に
し
た
い
﹂
と
い
う
願
望
が
実
現

で
き
な
い
た
め
︑﹁
絶
対
的
信
頼
に
値
す
る
確
固
た
る
も
の
﹂
を
探
す
と
い
う
唯

一
の
道
が
残
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
﹁
確
固
た
る
も
の
﹂
が
容
易
に
見
つ
か
ら
な

い
︒伝

吉
は
﹁
中
流
家
庭
の
善
良
な
︑
但
し
母
親
を
知
ら
ぬ
少
年
︒
中
学
校
の
秀

才
︒
人
生
観
上
の
幼
稚
な
疑
惑
︒
継
母
︒
出
奔
︒
支
那
に
渡
つ
て
ゐ
た
伯
父
の
庇

護
︒
同
文
書
院
の
怠
け
学
生
︒
漁
色
︒
退
校
︒
伯
父
と
の
争
ひ
︒
又
し
て
も
生
活

の
た
め
の
功
利
的
な
漁
色
︒
上
海
か
ら
北
京
へ
の
全
く
あ
て
の
な
か
つ
た
漂
泊
﹂

を
経
て
︑﹁
更
に
現
在
︑
そ
の
白
夫
人
︵
中
国
に
嫁
い
だ
三
造
の
従
妹
︑
伝
吉
の
愛

人
︶
と
︑
又
︑
そ
の
娘
の
麗
美
と
の
交
渉
を
顧
み
て
も
何
等
の
羞
恥
の
念
も
起
ら

三
造
の
死
生
徘
徊
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な
い
程
の
﹂﹁
モ
ラ
ル
な
ん
ぞ
所
有
し
て
ゐ
な
か
つ
た
﹂
人
で
あ
り
︑﹁
彼
に
は
も

つ
と
切
迫
し
た
希
求
﹂
︵
上
記
の
二
つ
の
願
望
︶
︱
︱
に
﹁
追
い
詰
め
ら
れ
﹂
て
い

る
︒
そ
れ
は
﹁
小
さ
な
者
の
恐
怖
か
ら
生
れ
た
棄
鉢
的
に
強
い
﹂
希
求
で
あ
る
︒

伝
吉
は
日
本
領
事
館
の
役
員
と
酒
を
飲
ん
で
下
宿
に
帰
る
途
中
に
︑
北
京
の
暗

い
街
で
倒
れ
て
い
た
︒
こ
の
シ
ー
ン
に
お
け
る
伝
吉
の
意
識
錯
乱
に
つ
い
て
︑
草

稿
に
は
作
者
の
推
敲
が
見
ら
れ
る
︒
最
初
に
﹁
七
八
年
前
の
東
京
﹂
と
書
か
れ
た

が
︑
そ
れ
が
削
除
さ
れ
︑﹁
一
年
﹂
前
の
﹁
上
海
﹂
だ
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
酒
に
酔
い
︑
北
京
を
東
京
だ
と
思
い
込
ん
だ
こ
と
が
︑
一
年
前
の
﹁
上

海
﹂
を
思
い
出
す
こ
と
に
変
更
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑﹁
東
京
﹂
が
書
か
れ
た
節
に

は
︑﹁
死
ぬ
時
期
が
近
づ
い
た
の
で
故
郷
を
思
出
す
﹂
の
一
句
も
削
除
さ
れ
た
︒

つ
ま
り
︑
最
初
の
作
家
の
発
想
は
伝
吉
が
も
う
す
ぐ
死
ぬ
た
め
︑
故
郷
の
東
京
を

思
い
出
す
と
い
う
設
定
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
伝
吉
の
死
に
つ
い
て
︑
す
べ
て
の

も
の
に
﹁
無
感
動
﹂
の
伝
吉
が
自
ら
命
を
断
つ
可
能
性
が
大
き
か
っ
た
ろ
う
︒
な

ぜ
﹁
上
海
﹂
に
変
え
た
か
に
つ
い
て
︑
そ
の
後
の
稲
妻
の
中
で
の
伝
吉
の
妄
想
か

ら
原
因
が
窺
え
る
︒

一
回
目
の
稲
妻
の
中
で
︑
伝
吉
は
上
海
で
同
棲
し
た
美
代
子
と
彼
女
の
連
れ

子
・
清
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
︒
伝
吉
は
美
代
子
と
い
う
﹁
弱
い
者
い
ぢ
め
を
す

る
﹂﹁
快
感
﹂
を
味
わ
っ
て
い
た
が
︑
子
供
の
清
に
対
し
て
﹁
自
分
で
も
不
思
議

に
思
つ
た
﹂﹁
愛
情
﹂
を
持
っ
て
い
た
︒
そ
れ
は
﹁
子
供
の
純
粋
﹂
を
愛
す
る
感

情
で
あ
り
︑
清
﹁
だ
け
は
彼
を
寂
然
と
し
た
孤
独
の
世
界
か
ら
救
つ
て
く
れ
る
唯

一
つ
の
も
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
見
え
た
﹂︒
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
二
点

あ
る
︒

一
つ
は
清
に
対
す
る
伝
吉
の
愛
情
で
あ
る
︒
削
除
さ
れ
た
伝
吉
の
死
の
か
わ
り

に
︑
子
供
の
清
の
死
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
清
に
は
伝
吉
に
愛
さ
れ
る
べ

き
も
の
を
二
つ
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
つ
は
﹁
子
供
﹂
で
あ
る
こ
と
︑

も
う
一
つ
は
﹁
純
粋
﹂
さ
で
あ
ろ
う
︒
子
供
の
清
は
ま
だ
伝
吉
の
よ
う
に
人
類
絶

滅
説
に
脅
か
さ
れ
る
﹁
小
さ
な
者
﹂
で
は
な
く
︑
新
生
児
と
し
て
無
限
な
可
能
性

と
希
望
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
伝
吉
は
い
つ
も
絶
滅
な
ど
の

死
の
世
界
か
ら
出
発
し
て
物
事
を
考
え
る
の
に
対
し
︑
子
供
の
清
は
無
限
な
希
望

を
抱
い
て
い
る
生
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
は
﹁
人
類

や
地
球
に
対
す
る
不
信
﹂
を
持
っ
て
い
る
伝
吉
と
は
違
い
︑
清
は
宇
宙
観
︑
人
生

観
な
ど
の
外
界
の
概
念
に
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
﹁
純
粋
﹂
さ
を
持
っ
て
い
る
︒
そ

の
﹁
純
粋
﹂
さ
の
た
め
︑
清
は
伝
吉
の
よ
う
な
﹁
無
感
動
﹂
の
生
活
と
は
正
反
対

に
︑
安
ん
じ
て
自
己
の
居
場
所
に
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
清
が
死
ん

だ
と
き
に
︑
伝
吉
が
号
泣
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
点
は
伝
吉
が
自
分
よ
り
弱
い
美
代
子
を
い
じ
め
て
﹁
快

感
﹂
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒
人
類
絶
滅
説
で
恐
怖
と
不
安
を
感
じ
て
い
た
伝
吉

は
宇
宙
或
い
は
運
命
の
前
で
は
﹁
小
さ
な
者
﹂
で
あ
る
が
︑
美
代
子
み
た
い
な
自

分
よ
り
さ
ら
に
弱
い
存
在
に
遭
遇
す
る
と
︑
ま
る
で
﹁
神
の
嗜
虐
性
﹂
に
憑
か
れ

た
よ
う
に
美
代
子
を
い
じ
め
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
二
回
目
の
稲
妻
の
中
で
︑
伝
吉

は
﹁
大
地
震
や
大
噴
火
や
大
海
嘯
が
お
こ
つ
て
︑
み
ん
な
目
茶
々
々
に
な
つ
て
了

へ
︒
︵
中
略
︶
自
分
の
知
つ
て
い
る
人
間
は
み
ん
な
惨
ら
し
い
死
方
を
す
る
が
い

い
﹂︑﹁
白
夫
人
を
殺
す
や
う
に
な
る
か
も
知
れ
ん
ぞ
﹂
な
ど
の
﹁
凶
暴
な
﹂
こ
と

を
想
像
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑﹁
行
為
へ
の
熱
情
を
自
分
の
生
活
に
注
ぎ
こ
ま
う
﹂

と
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
無
感
動
﹂
の
日
々
を
生
き
て
行
く
た
め
に
︑
伝
吉
に

は
強
い
刺
激
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
︑
弱
い
も
の
を
い
じ
め
た
り
︑
殺
そ
う

と
し
た
り
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
伝
吉
の
﹁
惨
虐
な
想
像
﹂
は
身
近
な
弱

い
女
性
を
対
象
に
し
た
だ
け
で
︑
作
品
に
描
か
れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
内
戦

の
大
き
な
時
代
の
前
で
は
﹁
冒
険
的
熱
情
﹂
を
持
た
ず
に
︑
三
造
に
鄭
州
︵
当
時

の
中
国
内
戦
の
戦
場
︶
に
行
く
こ
と
を
勧
め
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
伝
吉
は
人

類
絶
滅
説
と
い
う
死
の
理
論
を
以
て
自
己
の
人
生
観
を
築
い
た
︒
そ
の
人
生
観
で

築
か
れ
た
﹁
小
さ
な
者
﹂
の
閉
鎖
的
な
空
間
の
中
で
伝
吉
の
熱
情
を
呼
び
起
こ
そ
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う
と
し
た
い
の
な
ら
ば
︑
同
じ
く
身
近
の
弱
い
人
を
い
じ
め
︑
自
分
が
絶
対
的
な

強
者
に
な
る
ふ
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
で
な
い
と
︑﹁
無
に
ひ
と
し

い
﹂
個
人
と
し
て
︑
伝
吉
は
生
き
て
い
け
な
く
な
り
︑
結
局
は
予
言
さ
れ
た
死
の

世
界
へ
と
向
か
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒

二
回
目
の
稲
妻
の
中
で
の
伝
吉
の
妄
想
は
い
ず
れ
も
自
分
が
感
じ
た
絶
望
と
恐

怖
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
し
て
︑
伝
吉
の
死
と
い
う
削
除
さ
れ
た
内
容
の

か
わ
り
に
書
か
れ
た
清
の
死
と
美
代
子
を
い
じ
め
た
﹁
快
感
﹂
は
︑
伝
吉
の
死
と

同
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
無
限
な
可
能
性
と
生
の
希
望
を
持
っ
て
い

る
清
が
死
に
︑
美
代
子
を
い
じ
め
た
後
に
二
人
が
分
か
れ
︑
白
夫
人
を
殺
そ
う
と

し
た
が
︑
結
局
妄
想
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
は
︑
伝
吉
が
自
分
の
生
へ
の
熱
情
の
た

め
に
色
々
思
索
︑
努
力
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
結
局
す
べ
て
が
死
に
よ
っ
て
終

結
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
伝
吉
の
世
界
は
絶
滅
の
よ
う
な
死
の
世

界
へ
と
向
か
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
自
分
を
救
う
た
め
に
︑
清
を
愛
し
た
り
︑
自
分

よ
り
弱
い
も
の
を
い
じ
め
た
り
し
た
︒
し
か
し
︑
結
局
生
へ
の
熱
情
を
呼
び
起
こ

す
こ
と
が
で
き
ず
︑
死
の
世
界
へ
と
向
か
う
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
伝
吉
は

こ
の
よ
う
に
︑
死
か
ら
死
へ
と
い
う
無
限
な
悪
循
環
に
陥
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ

は
伝
吉
が
作
品
の
時
代
背
景
と
あ
ま
り
関
係
し
な
い
原
因
で
も
あ
ろ
う
︒

二
︑
三
造
と
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂

中
島
敦
は
一
九
三
八
年
に
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂
を
訳
了
し
た
︒
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
パ

ス
カ
ル
の
理
論
に
反
対
し
︑﹁
生
命
礼
賛
者
﹂
と
し
て
の
生
き
方
を
勧
め
て
い
る
︒

ま
ず
︑
彼
は
パ
ス
カ
ル
の
宇
宙
観
を
批
判
し
て
い
る
︒

分
類
上
︑
我
々
は
︑
全
実
在
を
︑
物
質
と
︑
精
神
と
︑
そ
れ
か
ら
最
後

に
︑
慈
悲
・
神
寵
・
超
自
然
・
神
︵
或
ひ
は
︑
パ
ス
カ
ル
の
段
階
の
第
三
の
も

の
に
︑
諸
君
の
与
へ
よ
う
と
す
る
︑
他
の
ど
ん
な
名
称
で
も
結
構
だ
が
︶
と
に
分

け
る
こ
と
が
出
来
る
︒
が
︑
我
々
は
之
等
の
︑
便
宜
上
の
抽
象
物
に
現
実
性

を
付
与
し
な
い
や
う
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
︵
中
略
︶﹁
現
実
﹂
と
は
何
で

あ
る
か
？
﹁
通
常
﹂
と
は
？
﹁
常
識
﹂
と
は
？
又
︑﹁
思
惟
の
法
則
﹂
と
か
︑

﹁
知
り
得
べ
き
も
の
の
限
界
﹂
と
か
は
︑
何
で
あ
る
か
？
要
す
る
に
其
等
は
︑

多
少
と
も
︑
久
し
い
以
前
に
建
て
ら
れ
た
慣
習
に
過
ぎ
な
い
の
だ
︒
︵
中
略
︶

無
限
小
と
無
限
大
に
就
い
て
の
瞑
想
︑
又
︑
肉
体
と
精
神
と
の
間
の
無
限
の

距
離
や
︑
更
に
限
り
も
無
く
無
限
な
・
精
神
と
﹁
神
の
愛
﹂
と
の
距
離
に
就

い
て
の
︑
彼
の
凡
て
の
思
索
は
︑
死
に
よ
つ
て
吹
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

彼
の
﹁
死
の
意
識
﹂
の
論
理
化
で
あ
つ
た
︒

パ
ス
カ
ル
の
宇
宙
観
と
人
間
観
に
対
し
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
そ
れ
が
﹁
便
宜
上

の
抽
象
物
﹂
で
あ
り
︑﹁
現
実
性
を
付
与
し
な
い
や
う
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂

と
強
調
し
て
い
る
︒
ま
た
人
間
の
目
の
前
の
現
実
は
﹁
久
し
い
以
前
に
建
て
ら
れ

た
慣
習
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
そ
の
本
質
を
突
き
詰
め
︑
パ
ス
カ
ル
の
死
か
ら
出
発
し

て
い
る
理
論
を
批
判
し
て
い
る
︒
パ
ス
カ
ル
の
理
論
は
無
限
と
虚
無
を
前
提
と
し

て
成
立
す
る
の
で
あ
り
︑
人
間
が
世
界
を
認
識
し
き
る
能
力
を
持
っ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
パ
ス
カ
ル
が
主
張
し
て
い
る
﹁
死
の

神
﹂
に
対
し
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
そ
れ
が
﹁
生
の
神
﹂
だ
と
言
っ
て
い
る
︒
つ
ま

り
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
︑
神
が
人
間
を
﹁
励
ま
し
助
け
ん
と
し
て
手
を
伸
べ
給

ふ
﹂
神
で
あ
り
︑﹁﹃
凍
結
せ
る
単
一
﹄
の
神
で
は
な
く
て
︑
雑
駁
な
る
多
様
を
包

含
す
る
神
﹂
と
い
う
﹁
生
の
神
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒

｢凡
て
が
不
変
で
あ
り

何
物
も
落
つ
る
こ
と
な
き
地
よ
！
﹂
こ
の
言
葉

は
パ
ス
カ
ル
の
も
の
で
は
あ
る
が
︑
之
は
︑
古
来
の
・
殆
ど
普
遍
的
と
い
つ

て
い
い
・
一
つ
の
憧
憬
︱
︱
迷
ひ
苦
し
め
る
人
類
の
・
す
べ
て
の
神
︑
善
︑
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す
べ
て
の
真
と
美
︑
あ
ら
ゆ
る
正
義
︑
天
啓
︑
唯
一
者
︑
道
義
︑
を
生
み
出

し
た
・
あ
の
憧
憬
を
表
し
て
ゐ
る
︒
と
い
ふ
の
は
︑
絶
対
者
な
る
も
の
が
︑

余
り
に
も
人
間
的
な
も
の
か
ら
生
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
︒
疲
労
と
困
疲
︑

惨
め
さ
と
無
常
感
︑
確
固
た
る
も
の
へ
の
希
求
︑
道
徳
的
正
当
化
へ
の
欲

求
︑
之
等
の
も
の
か
ら
絶
対
者
は
生
れ
た
の
だ
︒

神
に
つ
い
て
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
﹁
疲
労
と
困
疲
︑
惨
め
さ
と
無
常
感
︑
確
固

た
る
も
の
へ
の
希
求
︑
道
徳
的
正
当
化
へ
の
欲
求
︑
之
等
の
も
の
か
ら
﹂
生
ま
れ

た
と
提
示
し
︑
神
々
が
人
間
の
作
っ
た
人
工
的
な
概
念
で
あ
り
︑﹁
近
代
主
義

︵
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︶
と
呼
ば
れ
﹂
て
い
る
﹁
昔
の
神
々
を
抽
象
的
実
在
と
置
換
へ
る
こ

と
が
﹂
進
歩
だ
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

生
き
て
ゐ
る
人
間
は
︑
多
様
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
︒
併
し
︑
人
間
の

矜
持
と
い
ふ
も
の
の
た
め
に
︑
︱
︱
組
織
と
固
定
と
を
愛
す
る
知
的
悪
風

や
︑
生
命
に
対
す
る
恐
怖
・
嫌
悪
の
た
め
に
︑
大
多
数
の
人
間
は
︑
こ
の
事

実
を
そ
の
ま
ま
受
入
れ
よ
う
と
し
な
い
︒

パ
ス
カ
ル
は
︑
人
間
が
︑
終
始
一
貫
し
て
基
督
教
徒
た
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
自

ら
を
人
間
性
以
上
に
昂
め
る
︱
︱
或
ひ
は
︑
そ
れ
以
下
に
低
く
す
る
︱
︱
べ
き
こ

と
を
求
め
た
︒
彼
は
︑
人
々
が
其
の
複
雑
多
岐
な
本
質
を
否
定
す
る
こ
と
を
望

み
︑
彼
等
が
自
ら
の
上
に
一
つ
の
統
一
を
︱
︱
彼
︵
パ
ス
カ
ル
︶
の
統
一
を
置
か

ん
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
︒

人
間
に
対
し
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
は
人
間
の
﹁
多
様
﹂
性
を
認
め
︑
人
間
を
人
間

以
上
か
人
間
以
下
に
統
一
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
パ
ス
カ
ル
を
批
判
し
て
い

る
︒
し
か
し
︑﹁
知
的
悪
風
﹂
や
﹁
生
命
に
対
す
る
恐
怖
・
嫌
悪
﹂
の
た
め
︑
自

ら
の
多
様
性
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
人
間
の
短
所
が
同
時
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
北
方
行
﹂
に
お
け
る
三
造
の
問
題
と
同
質
な
も
の
だ
と
言
え
よ
う
︒

此
の
半
年
程
の
間
︑
彼
は
彼
が
今
迄
何
年
か
か
か
つ
て
自
分
の
中
に
造
り

上
げ
︑
書
き
上
げ
た
様
々
の
芸
術
家
達
の
肖
像
を
︑
あ
る
ひ
は
打
毀
し
︑
あ

る
ひ
は
壁
か
ら
取
外
す
こ
と
に
努
め
て
ゐ
た
︒
何
か
は
げ
し
い
も
の
︑
強
い

も
の
︑
凶
暴
な
も
の
︑
嵐
の
や
う
な
も
の
に
︑
彼
は
ぐ
つ
と
ぶ
つ
つ
か
つ
て

行
き
た
い
の
で
あ
る
︒
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
自
分
の
身
に
く
つ
つ
い

て
︑
自
分
を
不
具
者
に
し
て
ゐ
る
殻
を
叩
き
つ
ぶ
し
た
い
の
で
あ
る
︒

｢今
迄
生
き
て
行
く
真
似
ば
か
り
し
て
ゐ
﹂
て
﹁
直
接
に
生
き
た
こ
と
は
な
い
﹂

三
造
が
面
し
て
い
る
問
題
は
如
何
に
現
在
を
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
︑

三
造
は
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
に
よ
る
﹁
生
活
の
惰
性
﹂
を
捨
て
︑
今
迄
触
れ
て
来

た
芸
術
家
達
の
影
響
を
も
捨
て
よ
う
と
︑﹁
自
分
の
魂
の
地
質
時
代
の
埋
没
物
を

ほ
り
出
﹂
そ
う
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
彼
は
い
ろ
ん
な
難
関
に
臨
ん
で
い
る
︒

そ
れ
は
﹁
自
己
分
析
の
過
剰
︒
行
為
へ
の
怯
懦
﹂︑﹁
人
間
認
識
の
限
界
﹂
︑﹁
人
間

の
自
由
意
志
の
否
定
﹂
な
ど
の
個
人
能
力
の
微
小
さ
や
︑
自
分
の
生
活
の
中
に
欠

け
て
い
る
﹁
生
に
対
す
る
感
激
﹂
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
理
論
と
は
違
う
と
こ
ろ
は
三
造
の
難
題
の
一
つ
と

し
て
︑﹁
物
に
動
じ
な
い
事
を
以
て
修
養
の
要
諦
と
し
た
東
洋
的
教
育
の
残
滓
﹂

と
﹁
繁
瑣
な
形
式
的
な
自
己
教
育
の
結
果
﹂
に
よ
っ
て
︑
感
情
が
反
覆
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
三
造
と
英
国
人
の
ト
ム
ソ
ン
に
つ
い
て
の
東
洋
・

西
洋
の
対
比
描
写
か
ら
も
窺
え
る
︒
も
う
一
つ
の
三
造
の
独
特
な
特
徴
と
し
て
︑

三
造
が
日
本
か
ら
天
津
に
渡
る
船
で
﹁
感
じ
た
や
う
な
亢
奮
も
焦
燥
も
﹂
北
京
で

暮
ら
し
て
か
ら
﹁
樹
木
の
中
に
埋
れ
た
古
都
の
雰
囲
気
に
包
ま
れ
﹂︑﹁
い
つ
の
間

に
か
ど
こ
か
気
持
の
底
の
方
に
沈
殿
し
て
了
ひ
︑
そ
れ
に
代
つ
て
快
い
懶
さ
が
浮

上
つ
て
く
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
北
京
の
雰
囲
気
に
癒
さ
れ
た
三
造
像
が
挙
げ
ら
れ
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る
︒
し
か
も
︑
そ
れ
は
西
洋
で
は
な
く
︑
東
洋
の
情
緒
に
慰
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
︒三

︑
三
造
と
伝
吉

｢北
方
行
﹂
の
第
一
章
で
は
三
造
が
描
か
れ
︑
伝
吉
が
第
三
章
に
な
っ
て
は
じ

め
て
登
場
す
る
︒
そ
し
て
現
存
の
最
終
章
で
は
︑
三
造
が
伝
吉
に
﹁﹃
生
へ
の
熱

情
﹄
を
吹
込
ん
で
や
り
た
い
﹂
と
思
い
︑
伝
吉
が
三
造
に
鄭
州
へ
行
く
こ
と
を
勧

め
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
北
方
行
﹂
で
は
︑
先
に
三
造
の
生
の
問
題
が
提
示
さ
れ
︑
そ

の
後
に
伝
吉
の
死
の
循
環
が
書
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
伝
吉
が
人
類
絶
滅
の

﹁
科
学
の
根
柢
を
︑
更
に
﹂
人
間
の
﹁
悟
性
乃
至
知
性
ま
で
疑
﹂
わ
ず
に
そ
の
ま

ま
で
受
け
取
る
た
め
︑
死
か
ら
死
へ
と
の
循
環
が
続
い
て
い
く
︒
そ
れ
は
文
中
の

最
後
に
三
造
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
︑
伝
吉
が
人
類
絶
滅
説
を
一
度
も
疑
っ
た

こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

ま
と
め
て
み
る
と
︑
伝
吉
の
人
物
像
に
は
﹃
パ
ン
セ
﹄
に
お
け
る
宇
宙
観
と
人

間
観
の
影
響
が
見
ら
れ
る
︒
宇
宙
も
人
間
も
﹁
不
確
か
﹂
な
存
在
だ
言
っ
て
い
る

パ
ス
カ
ル
の
言
説
は
伝
吉
の
小
学
校
の
と
き
に
聞
い
た
人
類
絶
滅
説
と
し
て
援
用

さ
れ
︑
伝
吉
の
根
本
的
な
生
の
基
礎
を
押
し
つ
ぶ
す
︒
し
か
し
︑
パ
ス
カ
ル
の
言

説
以
外
に
︑
中
島
の
独
自
性
と
言
え
る
部
分
は
伝
吉
の
﹁
小
さ
な
者
﹂
と
し
て
の

自
覚
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
宇
宙
と
人
間
の
﹁
不
確
か
さ
﹂
と
い
う
基
礎
の
う
え

に
︑
中
島
は
強
者
と
弱
者
と
の
対
比
構
図
を
加
え
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
神
の
嗜
虐

性
﹂
の
前
の
無
力
な
人
間
︑
よ
り
強
い
伝
吉
と
彼
に
い
じ
め
ら
れ
た
美
代
子
の
よ

う
な
構
図
を
指
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
伝
吉
が
生
の
た
め
に
探
し
て
い
る
の
は
﹁
絶
対
的
信
頼
に
値
す
る
確

固
た
る
も
の
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
絶
対
的
な
︑
大
き
な
存
在
が
伝
吉
に
求
め
ら
れ

て
い
る
︒
し
か
し
︑
探
し
て
い
る
中
に
︑
文
学
も
享
楽
も
そ
の
よ
う
な
存
在
に
な

れ
な
い
た
め
︑
伝
吉
が
だ
ん
だ
ん
絶
望
し
て
す
べ
て
の
も
の
に
対
し
て
﹁
無
感

動
﹂
に
な
っ
た
が
︑
弱
い
美
代
子
を
い
じ
め
て
︑
自
分
が
﹁
小
さ
な
者
﹂
か
ら

﹁
大
き
な
﹂
強
い
存
在
に
な
れ
た
よ
う
な
勘
違
い
で
生
き
て
行
こ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
︒
但
し
︑
そ
れ
は
一
時
的
な
救
済
で
あ
り
︑
い
つ
か
破
綻
に
な
る
︒
そ
れ

で
︑
伝
吉
は
上
海
か
ら
北
京
へ
と
漂
泊
し
て
﹁
無
感
動
﹂
の
日
々
を
送
り
つ
づ
け

る
︒
ま
た
︑
パ
ス
カ
ル
の
無
限
の
死
の
言
説
に
対
し
︑
中
島
は
伝
吉
の
死
を
通
し

て
死
を
具
現
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
伝
吉
の
死
︑
清
の

死
︑
白
夫
人
に
対
す
る
殺
意
の
よ
う
な
死
の
描
写
だ
け
で
な
く
︑
死
を
描
く
中

に
︑
生
の
可
能
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
子
供
の
純
粋
さ
を

持
っ
て
い
る
清
に
対
す
る
伝
吉
の
愛
情
が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
︑
最
後
に
は
清
の

死
に
よ
っ
て
生
の
無
限
な
可
能
性
が
否
定
さ
れ
︑
伝
吉
の
生
へ
の
希
求
は
失
敗
に

終
わ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
︑
パ
ス
カ
ル
の
理
論
を
批
判
し
て
い
る
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ

が
提
起
し
た
﹁
生
命
礼
賛
者
﹂
と
い
う
生
き
方
が
三
造
の
人
物
形
象
の
中
に
織
り

込
ま
れ
︑
死
を
代
表
し
て
い
る
伝
吉
と
対
比
的
に
︑
三
造
が
現
実
と
握
手
し
て
生

活
へ
の
熱
情
を
取
り
戻
そ
う
し
て
い
る
生
の
形
象
と
し
て
造
形
さ
れ
た
︒

四
︑
伝
吉
の
行
方

三
造
は
伝
吉
の
勧
め
で
鄭
州
に
行
く
こ
と
に
な
る
が
︑
伝
吉
の
結
末
が
言
及
さ

れ
ず
に
小
説
が
未
完
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
中
国
内
戦
の
情
勢
が

多
く
書
か
れ
た
文
中
に
お
い
て
︑
伝
吉
は
た
だ
傍
で
見
て
い
た
の
で
あ
る
︒

電
車
通
り
へ
出
る
と
︑
路
の
両
側
に
︑
垣
根
の
や
う
に
群
集
が
立
並
ん
で

ゐ
る
︒
長
身
の
権
が
背
伸
し
て
人
垣
の
上
か
ら
覗
か
う
と
し
た
と
き
︑
前
の

群
集
の
一
角
が
崩
れ
て
後
退
し
た
︒
灰
色
の
軍
服
を
着
た
少
年
の
や
う
な
兵

卒
が
一
番
前
の
老
人
を
棍
棒
で
叩
き
の
め
し
て
ゐ
る
︒
老
人
は
泣
号
ん
で
倒
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れ
た
︒
群
集
が
騒
ぎ
出
し
た
︒
七
八
人
の
兵
士
が
バ
ラ
バ
ラ
と
駆
け
て
来
て

人
々
の
前
に
銃
剣
を
擬
し
た
︒
人
々
は
ガ
ヤ
ガ
ヤ
い
ひ
な
が
ら
逃
出
し
た
︒

そ
の
ざ
わ
め
き
の
中
に
方
々
か
ら
﹁
閻
錫
山
︑
閻
錫
山
﹂
と
い
ふ
声
が
聞
え

た
︒｢閻

錫
山
が
北
平
に
来
る
ん
だ
よ
︒
今
夜
︒﹂
と
権
が
ふ
り
か
へ
て
伝
吉
に

言
つ
た
︒

｢さ
う
ら
し
い
ね
︒
そ
の
警
戒
な
ん
だ
な
︒﹂

｢と
に
か
く
こ
れ
ぢ
や
当
分
通
れ
な
い
ぜ
︑
通
ら
う
と
す
る
と
あ
の
通
り

擲
ら
れ
ち
ま
ふ
︒﹂

｢公
使
館
区
域
で
も
抜
け
て
行
く
よ
り
仕
方
が
な
い
な
︒
向
ふ
へ
出
た
所

で
又
止
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︒﹂

こ
の
シ
ー
ン
は
第
四
章
に
お
い
て
白
夫
人
が
設
け
た
三
造
の
歓
迎
会
に
出
席
し

た
伝
吉
と
朝
鮮
青
年
・
権
が
並
ん
で
街
に
出
て
遭
遇
し
た
閻
錫
山
を
北
京
に
迎
え

る
た
め
の
非
常
警
戒
を
描
い
た
︒

突
然
群
集
の
中
か
ら
白
衣
に
ハ
ン
テ
ィ
ン
グ
を
着
け
た
男
が
躍
り
出
し
た

か
と
思
ふ
と
︑
矢
庭
に
ピ
ス
ト
ル
を
持
つ
た
手
を
伸
ば
し
て
前
の
車
を
め
が

け
て
引
金
を
引
い
た
︒
︵
中
略
︶
一
瞬
間
︑
群
集
は
呆
然
と
し
て
︑
此
の
事

件
を
眺
め
た
︒
が
︑
次
の
瞬
間
に
︑
警
官
達
は
本
能
的
に
此
の
暴
漢
の
ま
は

り
に
馳
せ
つ
け
た
︒
︵
中
略
︶
彼
の
腕
を
捕
へ
て
居
た
趙
教
英
は
と
て
も
そ

の
眼
付
き
に
堪
へ
ら
れ
な
か
つ
た
︒
そ
の
犯
人
の
眼
は
明
ら
か
に
も
の
を
言

つ
て
居
る
の
だ
︒
教
英
は
日
頃
感
じ
て
居
る
︑
あ
の
圧
迫
感
が
二
十
倍
の
重

み
で
︑
自
分
を
押
し
つ
け
る
の
を
感
じ
た
︒

こ
れ
は
一
九
二
九
年
に
発
表
さ
れ
た
中
島
敦
の
習
作
時
代
の
作
品
﹁
巡
査
の
居

る
風
景
︱
︱
一
九
二
三
年
の
一
つ
の
ス
ケ
ッ
チ
︱
︱
﹂
に
お
い
て
︑
主
人
公
の
趙

が
朝
鮮
人
の
暴
漢
を
捕
ま
え
︑
戦
争
を
経
験
し
て
い
る
朝
鮮
民
族
か
ら
感
じ
た
圧

迫
感
が
強
ま
っ
た
シ
ー
ン
で
あ
る
︒﹁
北
方
行
﹂
に
お
け
る
伝
吉
と
情
勢
と
の
関

係
と
比
べ
て
見
る
と
︑
早
年
の
中
島
の
作
品
に
お
け
る
人
物
と
戦
争
な
ど
の
時
代

背
景
と
緊
密
に
つ
な
が
り
︑
背
景
の
中
に
動
い
た
人
物
が
描
か
れ
た
が
︑﹁
北
方

行
﹂
に
至
っ
て
︑
伝
吉
も
権
も
中
国
の
内
戦
を
傍
で
見
て
い
た
だ
け
で
︑
そ
れ
が

道
を
通
る
障
碍
の
た
め
に
遠
回
り
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
の
無
関
心
な
態
度
を
持
っ

て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
背
景
に
動
く
人
物
の
設
定
か
ら
︑
背
景
と
距
離
を
置
く
人
物

の
設
定
ま
で
︑
作
家
の
時
勢
に
対
す
る
参
加
度
が
減
り
︑
時
勢
に
対
し
て
む
し
ろ

傍
観
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
︒

内
戦
を
経
歴
し
て
い
る
北
京
と
い
う
背
景
に
つ
い
て
︑
橋
本
正
志
は
﹁
登
場
人

物
た
ち
の
言
語
の
問
題
を
媒
介
に
し
て
︑
そ
の
過
酷
な
動
乱
の
時
代
を
生
き
抜
く

人
間
た
ち
の
︿
抵
抗
﹀
と
し
て
自
己
存
在
の
あ
り
方
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
場
所

と
し
て
表
象
さ
れ
た
﹂(

)

と
指
摘
し
て
い
る
︒
主
人
公
の
伝
吉
に
か
ぎ
っ
て
言
う

10

と
︑
そ
の
背
景
が
﹁
空
し
く
廻
る
ば
か
り
で
あ
﹂(

)

り
︑
伝
吉
の
問
題
を
解
決
さ
せ

11

る
外
的
な
条
件
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
三
造
の

生
の
問
題
に
は
ま
だ
解
決
策
が
あ
り
そ
う
に
見
え
︑
そ
れ
は
文
末
に
示
さ
れ
た
鄭

州
に
行
く
こ
と
で
あ
る
︒

｢北
方
行
﹂
が
未
完
の
ま
ま
で
終
わ
っ
た
原
因
に
つ
い
て
︑
菅
野
昭
正
は
﹁
肥

大
し
す
ぎ
た
作
者
の
﹃
私
﹄
は
客
観
性
を
弱
め
る
違
和
物
と
な
り
︑
そ
れ
を
内
側

か
ら
崩
す
自
壊
の
要
素
と
し
て
作
用
す
る
﹂(

)

と
い
う
内
的
原
因
を
指
摘
し
︑
渡
辺

12

ル
リ
は
﹁
物
語
上
で
も
深
く
関
わ
り
あ
う
北
平
の
人
物
を
日
本
で
執
筆
す
る
こ
と

は
困
難
を
極
め
た
﹂(

)

と
い
う
外
的
原
因
を
推
察
し
て
い
る
が
︑
伝
吉
と
他
人
と
の

13

距
離
︑
現
実
と
の
距
離
を
測
っ
て
み
る
と
︑
伝
吉
の
未
来
が
む
し
ろ
死
に
向
か
う

し
か
な
い
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹁
小
さ
な
者
﹂
と
し
て
︑
宇
宙
の
広
大
さ
や
絶

対
的
な
死
の
運
命
に
面
す
る
伝
吉
は
そ
の
概
念
的
な
死
の
た
め
に
命
を
絶
つ
可
能

八
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性
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
し
伝
吉
に
救
い
道
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は

﹁
形
而
上
学
的
﹂
な
死
を
人
間
的
な
死
の
レ
ベ
ル
の
問
題
に
引
き
下
ろ
し
︑
自
ら

の
死
に
具
現
し
て
そ
れ
に
面
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
北
方
行
﹂

に
お
け
る
背
景
と
人
物
と
の
関
係
が
薄
い
伝
吉
の
発
展
が
断
た
れ
︑
三
造
に
は
ま

だ
鄭
州
に
行
く
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
パ
ス
カ
ル
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
理
論
が
中
島
に
受
け
止
め
ら
れ
︑
作
品

の
人
物
像
に
賦
与
さ
れ
た
の
は
︑
作
家
の
実
体
験
と
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
パ
ス
カ
ル
の
理
論
の
底
に
あ
る
死
に
対
す
る
恐
怖
は
ま
さ
に
中
島
の

一
九
二
八
年
︵
一
九
歳
︶
か
ら
の
喘
息
の
発
作
と
つ
な
が
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

﹁
北
方
行
﹂
創
作
中
の
一
九
三
四
年
に
﹁
命
を
危
ぶ
ま
れ
る
程
の
喘
息
の
発
作
が

あ
る
﹂(

)

と
い
う
記
録
か
ら
中
島
敦
の
病
弱
︑
ま
た
︑
伝
吉
の
よ
う
に
執
拗
に
死
の

14

理
論
に
拘
る
理
由
が
窺
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
伝
吉
の
人
類
絶
滅
に
対
す

る
恐
怖
は
作
家
自
身
の
病
弱
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
小
さ
な
者
﹂
で
あ
る
劣
等
感
に

も
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
身
体
乃
至
精
神
に
対
す
る
劣
等
感

は
さ
ら
に
早
く
書
か
れ
た
﹁
プ
ウ
ル
の
傍
で
﹂
に
は
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑

三
造
の
生
に
つ
い
て
の
探
求
に
お
い
て
︑
今
迄
触
れ
て
来
た
東
洋
精
神
が
形
式
主

義
的
な
教
育
で
あ
り
︑
彼
の
自
由
を
奪
う
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う

な
東
洋
精
神
に
対
す
る
批
判
は
﹁
斗
南
先
生
﹂
に
す
で
に
見
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ

で
︑
中
島
敦
固
有
の
問
題
と
パ
ス
カ
ル
︑
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
理
論
が
相
ま
っ
て
︑

新
た
な
三
造
像
が
作
ら
れ
た
︒

五
︑
統
合
さ
れ
た
伝
吉
と
三
造

同
じ
﹁
三
造
﹂
を
主
人
公
と
す
る
作
品
﹁
狼
疾
記
﹂
で
は
︑﹁
北
方
行
﹂
に
お

け
る
伝
吉
の
内
容
が
多
く
援
用
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
︑
小
学
校
に
聞
い
た
人
類
絶

滅
説
と
そ
の
た
め
に
常
に
感
じ
た
恐
怖
と
不
安
な
ど
の
感
情
も
そ
の
ま
ま
﹁
狼
疾

記
﹂
に
運
ば
れ
て
く
る
︒﹁
北
方
行
﹂
の
三
造
と
伝
吉
と
﹁
狼
疾
記
﹂
の
三
造
の

問
題
点
を
整
理
す
る
と
︑﹁
北
方
行
﹂
に
お
け
る
伝
吉
の
必
然
性
の
理
由
を
探
す

癖
︑
小
学
校
の
教
師
か
ら
聞
い
た
人
類
絶
滅
説
︑﹁
北
方
行
﹂
の
三
造
が
瘤
の
男

を
見
て
考
え
た
﹁
人
間
の
自
由
意
志
の
働
き
得
る
範
囲
の
狭
さ
︵
或
ひ
は
無
さ
︶
﹂

が
﹁
狼
疾
記
﹂
の
三
造
に
受
け
継
が
れ
︑
﹁
狼
疾
記
﹂
の
三
造
の
主
な
問
題
点
と

な
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
新
し
い
問
題
も
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
三
造
の
生

活
の
底
流
の
﹁
小
さ
な
響
き
が
パ
ス
カ
ル
風
な
伴
奏
﹂
と
︑
三
造
が
自
己
の
﹁
形

而
上
学
的
﹂
な
﹁
不
安
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
に
先
行
す
る
と
い
ふ
事
実
﹂
を
意

識
し
た
こ
と
と
︑
二
章
か
ら
描
か
れ
た
三
造
の
不
安
と
現
実
生
活
と
の
関
係
上
の

問
題
で
あ
る
︒

一
章
に
描
か
れ
た
三
造
の
不
安
は
今
迄
の
﹁
北
方
行
﹂
と
違
う
と
こ
ろ
は
︑

﹁
狼
疾
記
﹂
に
お
け
る
三
造
が
﹁
頭
の
中
だ
け
で
造
り
上
げ
ら
れ
た
少
年
の
虚
無

観
に
︑
今
や
︑
実
際
の
身
辺
の
観
察
か
ら
来
た
直
接
な
無
常
観
が
加
は
つ
て
来

た
﹂
と
︑
伝
吉
の
不
安
を
根
本
的
に
疑
っ
て
︑
現
在
の
問
題
を
新
た
に
認
識
で
き

た
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
北
方
行
﹂
で
三
造
に
批
判
さ
れ
た
伝
吉
の
人
類
絶

滅
説
に
対
す
る
迷
信
と
い
う
問
題
が
﹁
狼
疾
記
﹂
で
見
直
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑﹁
狼
疾
記
﹂
の
三
造
の
も
う
一
つ
の
進
歩
は
︑
死
と
い
う
問
題
を
更
に
具

現
化
し
た
こ
と
で
あ
り
︑
伝
吉
が
迷
信
し
た
人
類
絶
滅
と
い
う
﹁
抽
象
的
な
死
﹂

が
﹁
狼
疾
記
﹂
で
は
三
造
自
身
の
病
弱
の
身
と
死
と
い
う
﹁
直
接
的
な
死
﹂
に
転

換
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
北
方
行
﹂
の
死
に
関
す
る
問
題
が
抽
象
化
さ
れ

た
死
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
伝
吉
の
考
え
も
抽
象
的
で
あ
り
︑
彼
の
生
活
と
遠

く
離
れ
て
い
る
が
︑﹁
狼
疾
記
﹂
で
は
︑
三
造
の
﹁
喘
息
と
胃
弱
と
蓄
膿
と
に
絶

え
ず
苦
し
ま
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
身
体
と
彼
が
確
信
し
た
自
己
の
﹁
寿
命
の
短
い
﹂
と

い
う
自
己
と
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
死
の
命
題
が
提
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は

実
際
作
者
自
身
が
経
験
し
て
い
た
喘
息
の
発
作
な
ど
の
病
苦
と
は
つ
な
が
っ
て
い

る
が
︑
こ
の
よ
う
な
自
己
の
死
と
い
う
結
末
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

三
造
の
死
生
徘
徊

八
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に
︑
二
章
か
ら
自
然
に
自
己
の
現
実
生
活
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
く
構
造
は

﹁
狼
疾
記
﹂
の
独
特
な
点
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
形
而
上
学
的
﹂
な
不
安
を
現
実
に

立
脚
さ
せ
る
の
は
﹁
北
方
行
﹂
と
の
最
も
大
き
な
差
異
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
狼
疾

記
﹂
の
進
歩
性
で
も
あ
る
︒

二
作
の
比
較
に
つ
い
て
︑
奥
野
政
元
は
﹁﹃
北
方
行
﹄
の
伝
吉
に
は
︑
こ
の
不

安
を
前
に
し
て
ほ
と
ん
ど
全
身
的
な
重
量
と
思
い
入
れ
を
か
け
て
表
現
さ
れ
て
い

る
の
に
︑﹃
狼
疾
記
﹄
の
三
造
の
不
安
に
至
っ
て
は
︑
そ
こ
に
あ
る
種
の
余
裕
と

い
う
か
︑
一
定
の
距
離
を
置
い
て
向
い
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
﹂︑

﹁﹃
北
方
行
﹄
に
お
け
る
三
造
に
し
て
も
︑
彼
ら
の
不
安
は
︑
固
定
観
念
と
し
て
の

圏
に
ふ
さ
わ
し
い
命
題
的
な
性
質
が
多
分
に
持
た
さ
れ
て
い
た
の
み
︑
こ
の
﹃
狼

疾
記
﹄
に
至
っ
て
は
︑
そ
れ
が
身
近
か
な
自
己
苛
責
と
自
嘲
に
裏
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
観
念
的
な
問
題
が
心
情
的
な
も
の
と
結
合
し
た
具
体
性
を
も
つ
よ

う
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
差
異
と
︑﹁
狼
疾
記
﹂
の
特
徴
が
﹁
普
遍
よ
り
も
個
性
を

注
目
す
る
こ
と
﹂(

)

に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
三
造
の
絶
対
的
な

15

も
の
に
対
す
る
恐
怖
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
︒
孔
子
の
﹁
ま
だ
生
を
知
ら
ず
︒
い
づ

く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
﹂
の
言
葉
に
対
し
︑
三
造
は
﹁
未
だ
死
を
知
ら
ず
︒
い
づ
く

ん
ぞ
生
を
知
ら
ん
﹂
と
反
論
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
死
と
い
う
こ
と
は
﹁
狼
疾

記
﹂
で
は
病
弱
の
身
に
よ
る
﹁
直
接
的
な
死
﹂
に
具
現
化
さ
れ
た
が
︑
し
か
し
死

と
い
う
絶
対
的
な
運
命
の
前
に
い
る
三
造
の
恐
怖
と
不
安
が
そ
ん
な
に
大
き
く
変

化
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
も
﹁
抽
象
的
な
死
﹂
か
ら
﹁
直
接
的
な
死
﹂
ま
で

の
三
造
の
意
識
の
変
化
も
パ
ス
カ
ル
の
死
の
哲
学
か
ら
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
の
生
の
哲

学
へ
の
大
き
な
転
換
を
促
す
に
は
ま
だ
力
不
足
で
あ
る
︒
そ
の
転
換
を
完
成
さ
せ

る
の
は
三
造
そ
し
て
そ
れ
以
降
の
中
島
文
学
の
主
人
公
の
一
つ
の
課
題
に
な
る
︒

六
︑
絶
対
と
い
う
判
断
標
準
の
崩
れ

｢狼
疾
記
﹂
で
は
形
而
上
学
的
な
不
安
が
継
続
し
て
い
る
状
態
︑
人
生
の
二
つ

の
道
︱
︱
出
世
か
享
楽
か
︱
︱
に
つ
い
て
の
三
造
の
選
択
が
描
か
れ
た
が
︑
三
章

で
は
他
者
と
し
て
の
Ｍ
氏
が
登
場
し
︑
三
造
の
観
察
対
象
と
な
る
︒
こ
の
Ｍ
氏
の

存
在
に
つ
い
て
︑
奥
野
政
元
は
Ｍ
氏
﹁
の
よ
う
な
人
間
存
在
に
対
す
る
﹂
三
造
の

﹁
驚
異
﹂(

)

を
指
摘
し
︑
佐
々
木
充
は
﹁
三
造
が
た
だ
ち
に
Ｍ
氏
に
化
身
で
き
る
わ

16

け
で
は
な
い
︒
し
か
し
そ
の
﹁
形
而
上
学
的
迷
蒙
﹂
か
ら
脱
け
出
す
た
め
に
は
︑

︿
生
活
﹀
が
︑︿
実
践
﹀
が
︑︿
行
動
﹀
が
必
須
で
あ
る
こ
と
を
︑
三
造
は
示
唆
さ

れ
た
の
で
あ
る
﹂(

)

と
述
べ
て
い
る
︒
詐
欺
出
版
を
信
じ
︑﹁
職
員
室
の
誰
﹂
に
も

17

馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
Ｍ
氏
は
︑
三
造
の
目
に
は
﹁
や
り
切
れ
な
い
人
間
喜
劇
﹂
の

よ
う
に
見
え
て
い
た
が
︑
Ｍ
氏
が
三
造
と
酒
を
飲
み
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
﹁
螺
旋

階
段
﹂
の
人
生
論
を
語
っ
た
︒

人
生
と
い
ふ
も
の
は
︑
螺
旋
階
段
を
登
つ
て
行
く
や
う
な
も
の
だ
︒
一
つ

の
風
景
の
展
望
が
あ
り
︑
又
一
廻
り
上
つ
て
行
け
ば
再
び
同
じ
風
景
の
展
望

に
ぶ
つ
つ
か
る
︒
最
初
の
風
景
と
二
番
目
の
そ
れ
と
は
殆
ど
同
じ
だ
が
︑
併

し
微
か
な
が
ら
︑
第
二
の
そ
れ
の
方
が
稍
々
遠
く
迄
見
え
る
の
で
あ
る
︒
第

二
の
展
望
に
迄
達
し
て
ゐ
る
人
間
に
は
其
の
僅
か
の
違
ひ
が
解
る
の
だ
が
︑

未
だ
第
一
の
場
所
に
ゐ
る
人
間
に
は
そ
れ
が
解
ら
な
い
︒
第
二
の
場
所
に
ゐ

る
人
間
も
︑
自
分
と
全
く
同
じ
眺
望
し
か
も
ち
得
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の

だ
︑
事
実
︑
話
す
言
葉
だ
け
を
聞
い
て
ゐ
れ
ば
︑
二
人
の
人
間
に
殆
ど
差
異

は
無
い
の
だ
か
ら
︒

こ
の
話
に
対
し
︑
三
造
は
﹁
Ｍ
氏
は
先
刻
の
感
想
の
中
で
︑
明
ら
か
に
︑
自
分

を
上
の
階
段
ま
で
達
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
︑
彼
を
嘲
弄
す
る
我
々
を
﹃
下
の
階
段

九
〇
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に
ゐ
な
が
ら
上
段
に
ゐ
る
者
を
哂
は
う
と
す
る
身
の
程
知
ら
ず
﹄
と
し
て
ゐ
る
に

違
ひ
な
い
﹂
と
︑﹁
我
々
の
価
値
判
断
の
標
準
を
絶
対
だ
と
考
へ
る
の
は
︑
我
々

の
自
惚
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
悟
っ
た
の
で
あ
る
︒
愚
者
だ
と
思
わ
れ

る
賢
者
に
対
す
る
批
判
が
こ
こ
か
ら
見
ら
れ
︑﹁
絶
対
﹂
と
い
う
価
値
判
断
の
標

準
の
正
し
さ
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
三
造
に
と
っ
て
大
き
な
進
歩
だ
と
言

え
よ
う
︒
三
造
は
そ
れ
ま
で
受
容
し
た
人
類
絶
滅
説
や
︑
存
在
の
必
然
性
の
理
由

を
探
し
続
け
る
こ
と
や
︑
自
分
自
身
と
他
者
に
対
す
る
観
察
は
一
面
的
で
あ
り
︑

そ
の
基
礎
に
は
三
造
の
強
い
主
観
性
が
存
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
Ｍ
氏
の
話
で

悟
っ
た
三
造
は
自
己
の
中
の
絶
対
的
な
も
の
を
確
立
さ
せ
る
と
い
う
単
純
な
主
観

的
な
考
え
方
を
一
変
さ
せ
︑
世
間
に
相
対
化
さ
れ
た
人
間
に
お
け
る
欲
望
に
つ
い

て
考
察
し
は
じ
め
る
︒

お
わ
り
に

Ｍ
氏
の
人
生
論
で
目
覚
め
た
三
造
の
新
し
い
判
断
基
準
を
以
て
︑
人
類
が
亡

び
︑
世
界
が
滅
亡
す
る
よ
う
な
人
と
世
界
を
全
体
に
し
︑
そ
の
全
体
を
絶
対
的
な

運
命
と
戦
う
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
根
本
的
に
変
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は

﹁
狼
疾
記
﹂
五
章
に
書
か
れ
た
﹁
世
俗
的
な
活
動
力
﹂
と
﹁
世
俗
的
な
欲
望
﹂
か

ら
も
窺
え
る
︒﹁
人
生
の
与
へ
ら
れ
た
事
実
﹂
を
認
識
で
き
な
い
の
に
︑
形
而
上

学
的
な
不
安
な
ん
か
を
解
決
し
よ
う
が
な
い
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
三
造
の
形
而
上

学
的
な
不
安
と
恐
怖
は
実
生
活
な
ど
の
基
礎
が
な
く
︑
空
虚
な
仮
説
の
う
え
に
加

え
ら
れ
た
ね
じ
れ
た
空
論
で
あ
る
︒
そ
れ
に
気
づ
い
た
後
に
︑
三
造
は
厳
し
い
自

己
反
省
を
し
︑
実
生
活
に
お
け
る
﹁
活
動
力
﹂
の
必
要
性
を
知
る
よ
う
に
な
る
︒

｢北
方
行
﹂
か
ら
引
き
継
い
だ
生
と
死
の
哲
学
的
な
問
題
に
対
し
て
︑﹁
狼
疾

記
﹂
で
は
死
か
ら
生
へ
の
転
換
が
行
わ
て
れ
い
る
︒
そ
れ
に
︑﹁
狼
疾
記
﹂
の
二

章
か
ら
描
か
れ
た
三
造
の
現
実
生
活
に
も
課
題
が
残
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
名
﹂

を
め
ぐ
る
生
き
方
で
あ
る
︒
父
没
後
︑
三
造
は
出
世
と
享
楽
と
の
二
つ
の
道
を
考

え
た
︒
そ
し
て
︑
三
造
は
第
二
の
道
を
選
ん
だ
︒
し
か
し
︑
享
楽
の
生
活
が
続
い

て
い
く
中
に
︑﹁
日
々
の
生
活
の
無
内
容
﹂
と
﹁
麻
痺
状
態
﹂
が
訪
れ
る
︒
鷺
只

雄
は
こ
の
点
に
つ
い
て
︑﹁
生
活
人
と
し
て
は
自
己
の
性
情
を
捨
て
て
︑
俗
物
の

世
界
に
入
っ
て
行
く
こ
と
を
見
定
め
な
が
ら
︑
作
家
と
し
て
は
逆
に
自
己
の
性
情

に
執
せ
ん
と
す
る
﹂(

)

と
論
じ
て
い
る
︒
世
間
と
離
れ
て
い
る
享
楽
の
道
を
選
ん
だ

18

三
造
は
実
際
に
﹁
名
声
地
位
﹂
を
求
め
よ
う
と
し
︑
ま
た
自
分
の
漢
詩
が
褒
め
ら

れ
る
と
き
に
﹁
卑
小
な
喜
び
に
く
す
ぐ
ら
れ
﹂
て
い
た
︒
こ
れ
は
三
造
の
も
う
一

つ
の
問
題
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
三
造
が
実
際
に
執
着
し
て
い
る
﹁
名
﹂
と
い

う
﹁
人
間
的
な
﹂
欲
望
と
自
分
の
性
情
と
の
軋
轢
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
狼
疾
記
﹂
に
は
す
で
に
自
分
の
才
能
を
人
に
見
せ
る
の
を
憚
り
︑

﹁
臆
病
な
自
尊
心
﹂
と
﹁
尊
大
な
る
べ
き
俺
の
自
尊
心
﹂
な
ど
の
心
情
的
な
描
写

が
行
わ
れ
︑
そ
れ
が
ほ
ぼ
無
修
正
の
ま
ま
で
﹁
山
月
記
﹂
に
投
入
さ
れ
る
︒
こ
の

意
味
に
お
い
て
︑﹁
狼
疾
記
﹂
ま
で
の
︿
三
造
も
の
﹀
が
残
し
た
問
題
点
が
続
い

て
中
国
古
典
の
リ
メ
イ
ク
作
に
取
り
入
れ
さ
れ
︑
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
過
程
に
は
︑︿
三
造
も
の
﹀
か
ら
﹁
山
月
記
﹂︑﹁
名
人
伝
﹂
の
よ
う
な
︿
出

世
も
の
﹀
ま
で
は
︑
緊
密
な
つ
な
が
り
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

注(

)
勝
又
浩
﹁
解
題

北
方
行
﹂︵﹃
中
島
敦
全
集

第
二
巻
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
一

1

二
月
︶
を
参
考
し
て
整
理
し
た
︒

(

)
濱
川
勝
彦
﹁﹃
北
方
行
﹄
と
﹃
過
去
帳
﹄
と
﹂
︵﹁
国
語
国
文
﹂
三
九
巻
九
号
︑
一
九
七
〇

2

年
九
月
︶

(

)
奧
野
政
元
﹁﹃
北
方
行
﹄
の
一
側
面
﹂
︵﹃
中
島
敦
論
考
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
八
五
年
四
月
︶

3(

)
川
村
湊
﹁
北
方
彷
徨
﹂︵﹃
狼
疾
正
伝

中
島
敦
の
文
学
と
生
涯
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二

4

〇
〇
九
年
六
月
︶

(

)
佐
々
木
充
﹁﹃
北
方
行
﹄
と
﹃
過
去
帳
﹄
二
篇
︱
︱
懐
疑
と
模
索
︱
︱
﹂︵
﹃
中
島
敦
の
文

5

学
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
三
年
六
月
︶

三
造
の
死
生
徘
徊

九
一
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(

)
橋
本
忠
広
﹁
中
島
敦
に
お
け
る
英
文
学
受
容
︱
︱
澤
村
寅
二
郎
の
存
在
と
ハ
ッ
ク
ス
レ

6

イ
﹃
対
位
法
﹄
︱
︱
﹂︵﹁
日
本
文
学
﹂
四
五
号
︑
一
九
九
六
年
八
月
︶

(

)
橋
本
忠
広
﹁
中
島
敦
と
ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
︱
︱
﹃
北
方
行
﹄
と
﹃
対
位
法
﹄
に
つ
い
て

7

︱
︱
﹂︵﹁
昭
和
文
学
研
究
﹂
三
四
号
︑
一
九
九
七
年
二
月
︶

(

)
本
田
孔
明
﹁
断
章
の
誘
惑
︱
︱
中
島
敦
﹃
北
方
行
﹄
の
位
相
︱
︱
﹂︵﹁
立
教
大
学
日
本

8

文
学
﹂
七
五
号
︑
一
九
九
六
年
一
月
︶

(

)
野
田
又
夫
訳
﹃
パ
ン
セ
﹄︵﹃
筑
摩
世
界
文
学
大
系

デ
カ
ル
ト
・
パ
ス
カ
ル
﹄
筑
摩
書

9

房
︑
一
九
七
一
年
九
月
︶
以
下
の
﹃
パ
ン
セ
﹄
引
用
も
こ
れ
に
よ
る
︒

(

)
橋
本
正
志
﹁
中
島
敦
﹃
北
方
行
﹄
の
方
法
︱
︱
登
場
人
物
の
言
語
認
識
を
視
座
と
し
て

10

︱
︱
﹂︵﹁
阪
神
近
代
文
学
研
究
﹂
六
号
︑
二
〇
〇
五
年
三
月
︶

(

)
佐
々
木
充
﹁﹃
北
方
行
﹄
と
﹃
過
去
帳
﹄
二
篇
︱
︱
懐
疑
と
模
索
︱
︱
﹂︵﹃
中
島
敦
の
文

11

学
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
三
年
六
月
︶

(

)
菅
野
昭
正
﹁
忘
れ
ら
れ
た
胎
児
︱
︱
中
島
敦
﹃
北
方
行
﹄﹂︵﹃
中
島
敦
研
究
﹄
筑
摩
書

12

房
︑
一
九
七
八
年
一
二
月
︶

(

)
渡
辺
ル
リ
﹁
１
９
３
０
年
北
平
に
お
け
る
不
安
と
模
索
︱
︱
中
島
敦
﹃
北
方
行
﹄
論

13

︱
︱
﹂︵﹁
叙
説
﹂
三
八
号
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶

(

)
郡
司
勝
義
﹁
年
譜
﹂︵﹃
中
島
敦
全
集

第
三
巻
﹄
筑
摩
書
房
︑
一
九
七
六
年
九
月
︶

14(

)
奥
野
政
元
﹁
中
島
敦
文
芸
の
形
成
︱
︱
﹃
過
去
帳
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵﹃
中
島
敦
論
考
﹄

15

桜
楓
社
︑
一
九
八
五
年
四
月
︶

(

)
註
(

)に
同
じ
︒

16

15

(

)
註
(

)に
同
じ
︒

17

5

(

)
鷺
只
雄
﹁
歌
稿
と
﹃
狼
疾
記
﹄・
﹃
か
め
れ
お
ん
日
記
﹄
﹂︵﹃
中
島
敦
論
﹃
狼
疾
﹄
の
方

18

法
﹄
有
精
堂
︑
一
九
九
〇
年
五
月
︶

付
記

ハ
ッ
ク
ス
レ
イ
﹁
パ
ス
カ
ル
﹂
と
﹁
北
方
行
﹂
の
本
文
の
引
用
は
﹃
中
島
敦
全
集

第

二
巻
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
一
二
月
︶
︑
﹁
狼
疾
記
﹂
の
本
文
の
引
用
は
﹃
中
島

敦
全
集

第
一
巻
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
︶
に
よ
る
︒

︵
中
国
江
蘇
師
範
大
学
外
国
語
学
院
日
本
語
科
講
師
)

九
二
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