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「
僕
」
と
称
す
る
語
り
手
は
、
一
見
理
詰
め
で
考
え
る
タ
イ
プ
の
様
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
に
拘
泥
し
た
り
論
理
が
肝
心

な
と
こ
ろ
で
飛
躍
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
パ
ロ
デ
ィ
的

側
面
を
支
え
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
に
偏
在
す
る
パ
ロ
デ
ィ
的
な
側
面
は
、
小

島
作
品
の
特
質
と
も
言
え
る
も
の
だ
が
、
本
テ
ク
ス
ト
の
場
合
は
、
語
り
手

の
信
頼
性
を
担
保
に
、
同
時
代
の
政
治
的
社
会
的
問
題
を
逆
説
的
に
語
る
手

法
と
し
て
、
そ
れ
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
僕
」
は
、
終
始
一
‐
家
」
の
「
主
人
」
で
あ
る
と
い
う
自

意
識
に
支
配
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
夫
が
妻
の

小
島
信
夫
「
馬
」
｛
ｌ
ぱ
、
実
に
魅
力
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク

ス
ト
は
以
下
の
様
に
始
ま
る
ｃ

僕
は
く
ら
が
り
の
石
段
を
の
ぼ
っ
て
き
て
何
か
堅
い
か
た
ま
り
に
願

き
向
脛
を
打
っ
て
よ
ろ
け
た
。
僕
の
家
に
こ
ん
な
蹟
く
は
ず
の
も
の
は

今
朝
出
が
け
に
は
な
か
っ
た
。
今
朝
出
が
け
で
は
な
く
、
今
ま
で
三
年

何
ヵ
月
の
あ
い
だ
に
こ
ん
な
障
害
物
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
い
っ
た
い

何
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
さ
わ
っ
て
見
る
と
、
材
木
が
う
ず
高
く
つ
ん
で

あ
る
の
だ
。
そ
れ
に
手
ざ
わ
り
に
よ
る
と
も
う
そ
の
材
木
に
は
切
り
こ

み
さ
え
し
て
あ
る
。
僕
の
家
の
敷
地
に
主
人
で
あ
る
僕
に
断
り
も
な
し

に
い
っ
た
い
誰
が
こ
ん
な
大
き
な
荷
物
を
置
い
て
行
っ
た
の
か
。
そ
れ

に
し
て
も
材
木
は
家
を
建
て
る
べ
き
材
料
だ
か
ら
、
誰
か
が
こ
れ
で
以

て
家
を
建
て
る
に
ち
が
い
な
い
。
家
を
建
て
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
か
ら

五
粁
も
六
粁
も
は
な
れ
た
と
こ
ろ
に
建
て
る
は
ず
は
な
い
。
建
築
者
は

こ
の
近
所
に
住
ん
で
い
る
の
か
、
住
も
う
と
す
る
人
に
ち
が
い
は
な
い
。

い
っ
た
い
そ
の
本
人
は
ど
こ
の
誰
で
、
何
の
た
め
に
僕
の
家
の
敷
地
に

置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

欲
望
す
る
家
族
と
い
う
悲
喜
劇

ｌ
小
島
信
夫
「
馬
」
論
Ｉ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

た
め
に
家
を
建
て
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
、
頑
な
に
自
分

の
意
志
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
夫
の
様
子
は
、
「
四
○
代
」
（
昭
和
三
九

年
）
な
ど
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
小
島
作
品
の
家
に
対
す
る
考
え
方
の
特
徴

で
あ
る
と
も
言
え
る
。

こ
う
し
た
意
味
で
、
ト
キ
子
の
拘
る
「
家
」
を
「
言
扇
巴
よ
り
も

「
９
日
の
」
と
し
て
の
意
識
が
あ
る
も
の
と
指
摘
し
後
の
『
抱
擁
家
族
』
と
の

関
連
を
論
じ
た
村
上
春
樹
２
）
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
ま
た
、
小
島
の
小
説

全
体
の
中
で
『
馬
』
を
寓
愉
的
に
捉
え
る
か
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
捉
え
る

か
、
な
ど
と
い
う
評
価
史
の
上
に
立
ち
、

と
い
う
谷
川
充
美
↑
謝
一
の
指
摘
も
首
肯
し
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
谷
川
自

身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
馬
」
は
小
島
自
身
を
語
る
作
品
と
し
て
は
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
傍
流
に
位
置
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
論
の
関
心
も
そ
こ
に
は

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
作
家
論
的
な
面
を
捨
象
し
、
時
代
と
の
再
接
続

に
よ
っ
て
、
こ
の
逆
説
性
に
満
ち
た
巧
み
な
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
意
味
を
再
考

し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
社
会
の
一
面
を
考
察
し
て
み
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

ト
フ
ラ
ー
が
「
第
三
の
波
』
《
４
－
で
指
摘
す
る
よ
う
な
工
業
社
会
に
適
応
す

る
核
家
族
、
す
な
わ
ち
「
夫
が
収
入
を
得
、
妻
が
家
事
を
こ
な
し
、
何
人
か

の
幼
い
子
供
を
か
か
え
る
家
族
」
が
、
日
本
に
お
い
て
増
加
し
始
め
る
の
は

「
家
を
建
て
る
」
と
い
う
課
題
が
一
般
化
し
て
ゆ
く
時
代
の
様
州
を
§

自
身
の
私
的
体
験
を
文
学
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
映
し
出
し
て
見
せ
た

文
学
史
的
意
義
を
も
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ｌ
欲
望
す
る
家
族

疋
田
雅

昭
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こ
う
し
た
家
族
の
「
新
し
さ
」
は
、
戦
前
の
家
制
や
家
父
長
制
に
代
表
さ
れ

る
伝
統
的
な
制
度
や
価
値
観
か
ら
の
自
由
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
こ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
た
私
的
欲
望
は
、
「
貧
し
さ
か
ら
の
脱
出
」
と
い

う
抽
象
的
な
目
標
か
ら
始
ま
り
、
朝
鮮
特
需
や
そ
こ
か
ら
始
ま
る
日
本
経
済

の
復
興
を
経
て
、
高
度
経
済
成
長
期
に
向
か
う
と
「
豊
か
さ
の
追
求
」
と
い

う
具
体
的
な
目
標
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
来
、
そ
れ
自
体
も
抽
象
的
で
あ
る
は
ず
の
「
豊
か
さ
」
は
、
戦
後
急
速

に
普
及
す
る
ア
メ
リ
カ
の
中
産
階
級
の
生
活
と
い
う
目
に
見
え
る
物
質
主
義

的
な
価
値
観
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
、
三
種
の
神
器
と
よ
ば
れ
た
家
庭
電
化
製
品

（
掃
除
機
（
後
に
白
黒
テ
レ
ビ
）
、
洗
耀
機
、
電
気
冷
蔵
庫
）
を
揃
え
る
こ
と

な
ど
が
家
族
の
幸
せ
の
指
標
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
家
族
た
ち

に
最
も
強
く
欲
望
さ
れ
た
も
の
が
、
他
で
も
な
い
「
家
」
（
マ
イ
ホ
ー
ム
）

で
あ
っ
た
の
だ
。
荒
川
は
、
さ
ら
に
以
下
の
様
に
も
述
べ
る
（
｜
・
一
。

昭
和
三
○
年
代
、
ま
さ
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
同
時
期
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

「
僕
」
と
ト
キ
子
と
の
間
に
子
供
は
い
な
い
が
、
こ
の
家
族
が
、
ト
フ
ラ
ー

の
指
摘
す
る
核
家
族
、
少
な
く
と
も
そ
の
予
備
軍
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
ｃ

荒
川
茂
則
は
、
ト
フ
ラ
ー
を
引
用
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
｛
５
－
。

家
族
の
個
別
的
な
目
標
を
め
ざ
し
て
「
夫
が
収
入
を
得
、
妻
が
家
事
を

こ
な
す
」
と
い
う
性
別
役
割
分
担
の
理
念
を
軸
と
し
な
が
ら
、
夫
婦
が

中
心
と
な
っ
て
、
家
族
員
の
凝
集
性
が
作
り
出
さ
れ
て
い
く
と
い
う
家

族
生
活
の
姿
に
戦
後
家
族
の
原
型
と
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
家
族
の
私
生

活
中
心
主
義
的
な
価
値
観
は
一
般
に
「
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
」
と
よ
ば
れ

産
業
化
は
日
本
社
会
の
「
企
業
社
会
化
」
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り
、

産
業
人
口
構
成
の
転
換
は
日
本
社
会
の
「
被
雇
用
者
社
会
化
」
を
意
味

し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
都
市
に
流
入
急
増
し
た
被
雇
用
者

層
が
新
た
に
形
成
し
て
い
た
家
族
が
典
型
的
な
日
本
の
戦
後
家
族
で
あ

り
、
そ
の
多
く
は
ト
フ
ラ
ー
の
い
う
意
味
で
の
核
家
族
で
あ
っ
た
。

一
人
称
語
り
の
「
義
理
が
た
い
」
と
い
う
向
己
定
義
に
は
、
一
定
の
留
保

を
置
く
べ
き
だ
と
し
て
も
、
結
婚
前
に
「
僕
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
一
‐
愛
の

告
白
」
は
、
「
主
人
」
と
い
う
自
意
識
と
と
も
に
、
「
僕
」
の
み
な
ら
ず
こ
の

社
会
学
に
代
表
さ
れ
る
戦
後
社
会
分
析
に
お
い
て
、
こ
の
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義

は
、
「
マ
イ
ホ
ー
ム
や
耐
久
消
撒
財
を
め
ぐ
っ
て
家
族
集
団
を
結
集
し
、
よ

り
上
位
の
集
団
で
あ
る
企
業
に
対
し
て
は
夫
が
家
族
集
団
の
代
表
者
と
し
て

奉
仕
す
る
構
成
」
（
６
）
な
ど
と
批
判
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

一
方
で
「
天
皇
を
頂
点
と
し
た
国
家
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
秩
序
に
つ
な

が
る
家
制
度
や
伝
統
的
な
共
同
体
の
絆
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
々
の
私
的
欲
求

充
足
志
向
の
表
出
化
」
と
い
う
見
方
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
家
族
の
共
同
性

の
「
私
化
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
（
５
）
も
あ
る
。

「
私
化
」
と
は
、
制
度
化
や
合
理
化
が
進
む
社
会
に
お
い
て
、
人
々
が
こ

う
し
た
領
域
か
ら
主
観
的
に
距
離
を
置
き
、
家
族
な
ど
の
私
的
領
域
に
自
ら

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
生
き
甲
斐
の
基
盤
を
見
出
す
現
象
を
さ
す
。
こ
う

考
え
る
と
、
「
僕
」
が
家
の
外
部
で
行
わ
れ
る
労
働
の
内
実
に
ほ
ぼ
ふ
れ
る

こ
と
な
く
、
家
の
内
部
に
お
け
る
妻
と
の
関
係
や
家
庭
に
お
け
る
「
主
人
」

と
し
て
の
位
置
に
拘
り
続
け
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
戦
後
の
新
し
い
価
値
観

の
体
現
者
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
二
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
家
族
」
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か

こ
れ
は
そ
も
そ
も
僕
が
ト
キ
子
と
の
結
婚
に
入
る
さ
い
に
、
愛
の
告
白

を
し
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
僕
は
義
理
が
た
い
男
な
の
で
、

も
う
十
数
年
の
あ
い
だ
、
こ
の
貴
重
に
し
て
悲
し
む
べ
き
言
質
を
一
旦

と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
（
残
念
な
の
は
、
思
い
出
し
て
見
る
に
、

ト
キ
子
が
直
接
僕
に
愛
の
告
白
を
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
彼
女
は

映
画
に
誘
っ
た
り
、
ケ
ー
キ
を
御
馳
走
し
て
く
れ
た
り
、
淋
し
そ
う
に

し
て
い
た
僕
に
接
吻
を
許
し
た
り
は
し
た
け
れ
ど
も
）
以
来
、
催
は
ト

キ
子
に
云
い
た
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
も

ト
キ
子
の
方
が
僕
に
云
い
分
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。

て
い
る
も
の
で
あ
る
ｃ
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他
の
男
性
に
対
し
て
「
愛
の
告
白
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
」
て
い
る

と
い
う
言
説
は
、
そ
の
後
、
妻
の
浮
気
を
執
拘
に
疑
う
「
僕
」
の
行
動
か
ら

み
て
も
決
し
て
鵜
呑
み
に
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
先
に
「
愛
の
告

白
」
を
受
け
る
こ
と
が
そ
の
後
の
関
係
性
に
お
い
て
優
位
な
位
置
を
盤
得
す

る
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
理
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
、
実
は
こ
の
語
り
手
の
「
論
理
」
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、

告
白
か
ら
発
生
し
た
「
倫
理
」
で
あ
る
こ
と
が
亜
要
な
の
で
あ
る
《
〕
だ
か
ら

こ
そ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
「
愛
の
告
白
」
を
得
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る

と
読
め
る
わ
け
だ
。
一
見
論
理
的
に
見
え
る
こ
の
語
り
手
の
行
動
原
理
が
、

実
際
に
は
倫
理
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
倫
理
的
な
物

語
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
愛
の
告
白
」
を
得
て
い
な
い
と
思
う
こ
と
も
、
得
た
い
と

思
う
こ
と
も
「
僕
」
の
独
白
に
す
ぎ
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
信
懸
性
に
は

一
定
の
留
保
が
必
要
だ
。
つ
ま
り
、
論
理
的
に
は
す
べ
て
の
出
来
事
に
対
し

て
「
僕
」
の
「
思
い
込
み
」
で
あ
る
可
能
性
が
排
除
出
来
な
い
と
い
う
わ
け

だ
ｃ

し
か
し
な
が
ら
、
一
人
称
語
り
と
は
、
基
本
的
に
は
そ
の
語
り
の
内
容
へ

の
信
頼
を
前
提
と
し
た
構
造
で
あ
る
と
も
言
え
る
（
そ
う
で
な
い
と
小
説
世

界
全
体
へ
の
信
頼
が
保
証
さ
れ
な
ど
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
語
り
手
の
情

報
に
対
す
る
読
者
の
疑
念
的
態
度
自
体
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

テ
ク
ス
ト
全
体
の
通
奏
低
音
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
物

語
は
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
か
ら
単
純
に
考
え
れ
ば
、
「
僕
」
が
妻
か
ら
の
「
愛

の
告
白
」
を
得
よ
う
と
す
る
物
語
と
言
え
る
。

そ
れ
に
し
て
も
僕
が
甘
く
見
て
い
た
だ
け
で
、
誰
か
彼
女
に
金
を
み

つ
ぐ
愚
か
者
が
い
て
、
そ
れ
を
ト
キ
子
が
上
手
に
建
築
の
方
に
ま
わ
し

た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
い
や
そ
ん
な
そ
ぶ
り
は
今
ま
で
に
あ
っ
た
は
ず
は

な
い
。
僕
は
今
ま
で
ト
キ
子
が
少
し
で
も
僕
か
ら
離
れ
て
、
僕
自
身
に

対
し
て
で
は
な
く
と
も
愛
の
告
白
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
き
た

く
ら
い
だ
が
、
そ
ん
な
そ
ぶ
り
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
愛
の
告
白
を
、

例
に
よ
っ
て
、
う
ま
く
か
ち
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
．
：
…

い
う
反
論
も
想
定
出
来
る
わ
け
だ
が
、
最
後
に
は
桁
神
病
院
に
入
院
さ
せ
ら

れ
て
し
ま
う
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
は
、
読
み
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
そ
の

信
頼
性
自
体
が
揺
ら
い
で
ゆ
く
構
造
を
も
っ
て
い
る
ｃ
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
全

体
は
ぎ
り
ぎ
り
の
位
置
で
そ
の
破
綻
を
く
い
と
め
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
こ

の
テ
ク
ス
ト
は
、
論
理
性
の
破
綻
と
倫
即
性
の
袖
完
の
間
に
成
り
立
っ
た
も

の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

家
を
建
て
る
と
い
う
主
体
的
行
為
が
、
ま
っ
た
く
「
僕
」
の
意
識
の
外
側

で
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
急
増
す
る
核
家
族
シ
ス
テ
ム
の
中
、

専
業
主
婦
の
妻
を
も
つ
「
僕
」
に
と
っ
て
、
そ
の
賀
用
の
工
曲
は
当
然
な
が

ら
自
分
の
労
働
に
お
い
て
し
か
な
い
。
こ
こ
で
、
倫
理
と
と
も
に
彼
の
行
動

を
支
配
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
原
理
（
意
志
）
が
妻
の
口
か
ら
し
か
得
ら
れ

な
い
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

妻
の
言
葉
や
行
動
、
物
理
的
に
建
築
さ
れ
て
ゆ
く
家
。
こ
う
し
た
可
聴
的
、

可
視
的
な
も
の
に
対
し
て
一
‐
僕
」
は
一
切
受
け
身
で
あ
る
ｃ
い
や
、
正
確
に

言
え
ば
決
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
家
」
を
建
て
る
た
め
の
資
金
、
そ
れ
を
得
る
た
め
の
労
働
は
す
べ
て
「
僕
」

に
委
ね
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
そ
の
労
働
の
内
実
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
物

語
の
中
で
は
不
可
視
で
あ
る
。

不
可
視
な
労
働
の
対
価
は
、
決
し
て
望
む
わ
け
で
は
な
い
家
と
し
て
可
視

僕
は
脛
を
さ
す
り
さ
す
り
ト
キ
子
に
詰
問
し
た
ｃ

「
誰
に
お
か
せ
て
や
っ
た
の
」

「
さ
あ
、
何
と
い
っ
て
い
い
か
し
ら
、
誰
に
も
お
か
せ
て
や
ら
な
い
わ
」

「
す
る
と
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
」

「
私
が
置
か
せ
た
の
よ
」

「
そ
う
、
誰
が
建
て
る
の
」

「
そ
り
ゃ
、
あ
な
た
よ
」

僕
は
今
ま
で
ト
キ
子
に
は
お
ど
ろ
か
さ
れ
つ
づ
け
で
あ
る
が
、
自
分

の
建
て
る
家
の
こ
と
を
自
分
で
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
、
ま
っ
た

く
闇
夜
（
や
み
よ
）
に
鼻
の
先
き
を
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
、
一
方
的
な

か
ん
じ
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
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「
愛
情
の
告
白
」
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
あ
る
種
の
契
約
で
あ
る
ｃ
契
約

で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
単
な
る
「
告
白
」
で
あ
れ
ば
そ
の
破
棄
は
条
件
次
第

で
は
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
条
件
」
と
は
、
破
棄
に
伴
う
「
罰
」
や

事
後
的
に
起
こ
り
得
る
事
態
へ
の
懸
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
告
白
」
さ
れ

た
「
愛
情
」
が
現
在
も
継
続
中
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
条
件
の
如
何
に
関
わ
ら

ず
「
告
白
」
の
主
体
で
あ
る
「
僕
」
を
縛
り
続
け
る
だ
ろ
う
ｃ
し
か
し
な
が

ら
、
す
で
に
「
愛
情
」
が
存
在
し
な
い
の
な
ら
ば
、
妻
が
出
て
行
く
と
い
う

事
態
は
、
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
懸
念
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
ｃ

「
愛
情
」
は
不
可
視
な
も
の
だ
か
ら
「
告
白
‐
一
の
真
実
性
は
、
原
理
的
に

は
保
障
さ
れ
得
な
い
ｃ
逆
に
い
え
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
、
証
明
が
そ
の
後
の
行

動
に
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
証
明
の
真
偽
は
「
告
白
」

し
た
本
人
に
は
委
ね
ら
れ
て
は
い
な
い
。
「
愛
情
」
の
真
実
性
は
，
常
に

「
告
白
」
さ
れ
た
相
手
の
考
え
次
第
で
あ
る
．

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
「
僕
」
の
「
愛
情
」
で
は
な
く
「
同
情
」
と
見
る
こ

と
も
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ど
の
様
な
「
情
」
で
あ
っ
た
と
し
て

化
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
…
…
。
そ
の
意
味
で
こ
の
小
説
は
、
「
僕
」
に
よ

る
、
何
か
し
ら
へ
の
抵
抗
と
挫
折
の
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
で
は
、

「
僕
」
は
一
体
何
に
抵
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ

は
何
故
に
失
効
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

僕
は
自
分
一
人
で
い
る
時
に
は
何
も
の
も
恐
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
さ

っ
き
云
っ
た
よ
う
に
、
ト
キ
子
の
前
へ
出
る
と
僕
は
、
ト
キ
子
が
僕
に

愛
情
の
奉
仕
を
要
求
し
、
僕
を
馬
車
馬
の
よ
う
に
働
か
せ
る
つ
も
り
で

い
る
こ
と
が
分
る
の
で
、
僕
は
た
え
ず
本
心
は
怒
っ
て
い
る
。
ト
キ
子

に
怒
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
僕
は
い
つ
ど
な
り
だ
す
か
も
知
れ
ず
、

ど
な
れ
ば
ト
キ
子
は
僕
の
愛
情
を
疑
っ
た
言
葉
を
吐
き
だ
し
、
昔
日
の

「
愛
情
の
告
白
」
を
も
ち
出
し
、
僕
の
裏
切
り
を
責
め
る
。
僕
が
居
直

っ
て
し
ま
え
ば
、
ト
キ
子
は
家
出
を
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
家
出
を

し
た
と
て
、
ど
こ
に
行
く
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
◆
そ
れ
で
僕
は
な
る
べ
く

彼
女
の
顔
を
見
な
い
よ
う
に
し
、
も
っ
ぱ
ら
平
穏
無
覗
を
の
み
祈
っ
て

き
た
の
だ
。

も
、
「
僕
」
は
自
分
の
発
し
た
「
告
白
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
以
後
の
人
生

が
縛
ら
れ
運
命
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
間
に
あ
る
「
妻
」
が
い
か

な
る
媒
体
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
僕
」
を
本
当
に
縛
り
続
け
て
い
る
の
は

「
僕
」
自
身
に
他
な
ら
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
「
情
」
に
よ
る

倫
理
と
は
、
「
僕
」
と
ト
キ
子
の
間
の
特
殊
事
情
で
は
な
く
、
当
時
の
都
市

及
び
そ
の
近
郊
の
新
し
い
家
族
に
共
有
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
。

「
僕
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
身
寄
り
も
な
い
ト
キ

子
は
一
切
の
戦
前
の
伝
統
的
家
制
度
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
ｃ

ま
た
、
少
な
く
と
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
僕
」
の
出
自
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
う
し
た
点
か
ら
考
え
て
も
、
両
者
が
家
同
士
の
契

約
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
お
見
合
い
婚
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
さ
に
、
「
僕
」
と
ト
キ
子
は
、
戦
後
社
会
を
代
表
す
る
新
し
い
家
族
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
家
族
が
、
恋
愛
を
成
立
さ
せ
た
言
葉
（
愛
情

の
告
白
）
や
物
語
（
そ
の
後
の
生
活
継
続
の
努
力
）
に
よ
っ
て
そ
の
倫
理
的

基
盤
を
形
成
し
、
そ
れ
が
家
族
を
維
持
継
続
さ
せ
て
ゆ
く
論
拠
と
な
っ
て
い

る
こ
と
が
、
同
時
代
的
な
都
市
部
の
感
覚
に
お
い
て
は
普
遍
性
が
あ
っ
た
と

言
え
る
の
だ
。

「
馬
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
代
、
戦
後
の
新
し
い
家
族
は
、
新
し
い
豊
か
さ

を
目
指
し
て
欲
望
し
始
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
愛
の
契
約
に
よ
っ
て
、

家
の
外
部
に
お
け
る
不
可
視
な
労
働
は
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
対
価
は
家
の
内

部
に
お
い
て
物
質
的
豊
か
さ
と
い
う
可
視
的
な
も
の
と
し
て
現
出
さ
れ
る
。

契
約
の
実
効
性
は
、
そ
の
物
質
的
豊
か
さ
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
て
ゆ
く
：
：
：
。

戦
後
家
族
と
い
う
有
機
的
結
合
体
は
、
豊
か
さ
と
い
う
不
可
視
な
も
の
を
家

と
い
う
形
で
可
視
化
し
て
ゆ
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
ｃ

こ
う
し
て
時
代
と
切
り
結
ぶ
端
緒
を
得
た
テ
ク
ス
ト
は
、
ど
こ
に
向
か
う

の
だ
ろ
う
か
ｃ

病
院
送
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
物
語
や
論
理
的
に
破
綻
し
た
語
り
手

２
新
し
い
家
族
た
ち
の
時
代
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「
さ
っ
き
云
っ
た
よ
う
に
」
と
述
べ
る
こ
の
語
り
手
は
、
誰
か
に
向
か
っ

て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
相
手
は
テ
ク
ス
ト
中
に
は
明
示
さ
れ
な
い
。

だ
が
、
こ
の
相
手
を
読
者
に
見
立
て
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
医
者
と
い
う
関
係

を
安
易
に
椛
築
す
る
読
解
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
し
て
、
そ
こ

で
語
り
手
の
言
説
の
信
懸
性
な
ど
に
拘
泥
し
て
し
ま
う
と
、
テ
ク
ス
ト
の
肢

も
肝
要
な
部
分
を
読
み
落
と
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
も
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
「
自
分
を
お
そ
れ
て
い
た

か
ら
妻
を
お
そ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
、
い
か
な
る
事
態
も
「
愛

情
の
告
白
」
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
恐
れ
て
い
る
鏡
の
世
界

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
様
な
「
僕
」
の
あ
り
方
で
あ
る
。
前
章
で
確
認
し
て
来

た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
戦
後
の
新
し
い
家
族
の
欲
望
充
足
を
め
ぐ
る

物
語
と
し
て
読
も
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
欲
望
の
主
体
を
家
族
と
し
て

考
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
単
数
」
（
家
族
と
い
う
有
機
的
結
合

体
）
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
望
の
主
体
を
考
察
す
る
精
神
分

析
が
、
そ
の
領
域
に
無
意
識
の
層
を
発
見
し
た
こ
と
が
重
要
な
き
っ
か
け
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
今
更
言
う
ま
で
も
無
い
が
、
そ
の
発
見
と
は
統
一
さ
れ
安

定
し
た
一
個
の
主
体
（
人
間
）
と
い
う
概
念
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
だ
っ

の
言
説
に
よ
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
常
に
精
神
分
析
的
な
視
点
の
読
解

に
我
々
を
誘
い
込
む
。

顧
み
る
に
僕
は
、
世
の
男
は
小
悪
事
を
は
た
ら
く
か
、
ず
ぼ
ら
で
あ
る

た
め
に
こ
そ
、
恐
妻
で
あ
る
の
に
、
僕
と
い
う
に
ん
げ
ん
は
こ
れ
と
は

ち
が
う
。
く
わ
し
く
云
う
と
僕
は
自
分
を
お
そ
れ
て
い
た
か
ら
妻
を
お

そ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
僕
は
自
分
一
人
で
い
る
時
に
は
何
も

の
も
恐
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
さ
っ
き
云
っ
た
よ
う
に
、
ト
キ
子
の
前

へ
出
る
と
僕
は
、
ト
キ
子
が
僕
に
愛
情
の
奉
仕
を
要
求
し
、
僕
を
馬
車

馬
の
よ
う
に
働
か
せ
る
つ
も
り
で
い
る
こ
と
が
分
る
の
で
、
僕
は
た
え

ず
本
心
は
怒
っ
て
い
る
。

僕
が
彼
女
に
あ
た
え
た
お
ぼ
え
も
な
い
の
に
、
僕
の
畝

と
す
れ
ば
、
僕
が
小
悪
事
さ
え
も
は
た
ら
か
ず
、
日
々
ｍ

め
て
き
た
の
は
、
ヘ
ソ
ク
う
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
。

僕
の
み
つ
い
だ
金
だ

日
々
恐
妻
こ
れ
つ
と

た
と
言
え
る
。

戦
後
の
「
ニ
ュ
ー
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
と
し
て
の
「
僕
」
と
ト
キ
子
と
い
う

家
族
の
存
在
、
そ
し
て
家
を
建
て
よ
う
と
す
る
家
族
の
行
動
は
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
は
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
行
動
自
体
は
、
異
な
っ
た
「
欲
望
」
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
ｃ

雑
本
的
に
一
人
称
告
白
体
で
あ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
あ
る
が
、
そ
の
内
符
に

お
い
て
さ
え
「
大
切
で
あ
る
と
思
っ
て
で
も
い
る
よ
う
に
」
と
ま
る
で
他
人

の
出
来
事
の
よ
う
な
描
写
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
こ
の
不
信
は
、
自
己
の
思
索

の
内
実
で
は
な
く
、
思
索
す
る
態
度
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
、
読
者
に

と
っ
て
よ
り
こ
の
語
り
手
の
統
一
性
へ
の
信
頼
を
失
わ
せ
る
原
因
と
な
っ
て

い
う
（
》
Ｃ一

方
、
「
心
の
す
み
ず
み
ま
で
知
り
つ
く
し
て
い
る
よ
う
な
」
と
や
は
り

自
分
の
知
り
得
な
い
行
動
原
理
は
ト
キ
子
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
ｃ

僕
は
頭
を
か
か
え
て
、
こ
の
こ
と
を
こ
れ
以
上
ト
キ
子
に
聞
か
ず
、

自
分
の
ア
タ
マ
で
考
え
る
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
る
と
思
っ
て
で
も

い
る
よ
う
に
、
例
に
よ
っ
て
ト
キ
子
の
顔
も
見
ず
に
（
僕
は
も
う
数
年

ト
キ
子
の
顔
を
見
た
お
ぼ
え
が
な
い
）
物
の
五
分
も
考
え
て
い
た
が
、

つ
い
に
分
ら
ぬ
。
ふ
り
む
く
と
ト
キ
子
は
新
聞
を
読
ん
で
い
る
ｃ

僕
は
自
分
の
ア
タ
マ
が
三
十
五
を
越
し
て
き
ゅ
う
に
ま
わ
り
が
悪
く

な
っ
た
か
と
、
腹
立
た
し
い
気
持
に
か
ら
れ
て
は
じ
め
て
ト
キ
子
の
顔

を
ジ
ッ
と
見
る
と
そ
の
顔
は
肉
が
た
る
ん
で
き
て
は
い
る
が
、
僕
の
心

の
す
み
ず
み
ま
で
知
り
つ
く
し
て
い
る
よ
う
な
、
昔
か
わ
ら
ぬ
自
信
あ

り
げ
な
風
貌
だ
。

お
金
は
誰
が
出
す
の
、
と
け
つ
き
よ
く
考
え
る
前
か
ら
の
大
問
題
を

小
さ
い
声
で
畷
（
さ
さ
や
）
く
よ
う
に
僕
が
つ
ぶ
や
く
と
、

「
お
金
は
私
が
出
す
の
よ
」
と
平
然
と
い
う
ｃ
そ
れ
で
や
は
り
僕
が
疑

っ
て
み
た
通
り
、
誰
か
彼
女
に
み
つ
い
だ
者
が
あ
っ
た
の
か
と
、
う
ら
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ト
は
、
あ
っ

徴
が
あ
る

こ
こ
で
は
「
出
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
ず
れ
て
い
る
。
ト
キ
子
は
支

払
う
と
い
う
行
為
の
主
体
を
さ
し
て
自
分
だ
と
応
え
て
い
る
の
だ
が
、
「
僕
」

の
質
問
は
そ
も
そ
も
の
金
の
出
所
で
あ
る
。
そ
の
意
味
が
追
究
さ
れ
る
や
否

や
「
い
や
ら
し
い
わ
ね
」
と
言
う
ト
キ
子
の
対
応
に
ぶ
れ
は
な
い
ｃ
ト
キ
子

は
、
家
を
建
て
る
決
断
を
し
、
そ
の
指
示
を
し
、
そ
し
て
対
価
を
支
払
う
主

体
で
あ
る
が
、
そ
の
消
甜
を
め
ぐ
る
物
語
に
は
、
生
産
と
い
う
側
面
が
完
全

に
抜
け
落
ち
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
の
中
で
再
三
ト
キ
子
に
抵
抗
を
試
み
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、

「
僕
」
は
、
ト
キ
子
の
家
を
建
て
よ
う
と
す
る
欲
望
を
完
全
に
は
否
定
し
切

れ
な
い
。

「
山
内
一
豊
の
妻
」
と
い
う
比
嶮
は
、
恐
ら
く
後
に
出
て
く
る
「
馬
」
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
接
続
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス

ト
は
、
あ
る
語
梨
が
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
後
の
語
蕊
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
特

「
あ
な
た
、
う
れ
し
く
な
い
、
ほ
ん
と
う
は
う
れ
し
い
ん
で
し
ょ
う
」

そ
う
云
わ
れ
る
と
妙
な
く
す
ぐ
っ
た
い
よ
う
な
気
持
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
。
何
一
つ
非
難
す
る
点
は
あ
り
は
し
な
い
。
僕
の
よ
う
な
男
に

と
こ
ろ
が
ト
キ
子
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
何
年

間
の
沈
黙
の
う
ち
に
、
僕
の
金
を
ヘ
ソ
ク
リ
、
そ
れ
が
い
く
ら
貯
っ
た

と
も
分
ら
な
い
。

僕
が
何
か
公
金
で
も
潤
消
し
て
首
で
も
く
く
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
、

ヘ
ソ
ク
リ
を
僕
の
前
に
出
し
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
山
内
一
豊
の
妻
で
あ

る
。
悲
し
む
べ
き
こ
と
に
は
、
僕
の
望
み
も
し
な
い
家
を
建
て
増
し
し

よ
う
と
し
て
お
り
、
既
に
工
事
は
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

が
な
し
い
気
持
に
な
る
が
、
そ
の
う
ち
だ
ん
だ
ん
ア
タ
マ
が
ほ
て
っ
て

き
て
、
「
だ
け
ど
、
そ
れ
は
誰
な
の
誰
な
の
、
相
手
は
？
」
と
ふ
る
え

る
声
で
き
き
た
だ
し
て
み
る
と
、

「
ま
あ
い
や
ら
し
い
わ
ね
。
そ
れ
は
あ
な
た
よ
」
と
答
え
る
。

こ
う
い
っ
た
点
も
精
神
分
析
的
で
は
あ
る
ｃ

家
が
神
様
の
様
な
存
在
か
ら
「
傘
の
よ
う
に
下
」
り
て
く
る
と
い
う
感
覚
。

そ
し
て
、
大
き
な
家
は
「
分
け
て
や
る
べ
き
だ
」
と
す
る
感
覚
。
こ
の
感
覚

は
、
稼
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
と
自
分
を
く
ら
べ
、
よ
り
大
き
く
家
を
増
築

し
よ
う
と
す
る
感
覚
と
は
永
久
に
分
か
ち
合
え
な
い
。

同
じ
く
「
山
内
一
豊
の
妻
」
か
ら
派
生
し
た
「
城
壁
」
と
い
う
表
現
に
連

な
る
「
迷
惑
な
敷
地
」
と
い
う
言
い
方
は
明
ら
か
に
否
定
的
見
解
だ
が
、
だ

か
ら
と
言
っ
て
「
僕
」
に
と
っ
て
妻
の
欲
望
は
「
何
一
つ
非
難
す
る
点
は
」

ユ
ニ
ｐ
″
、
卜

な
い
。
生
産
の
主
体
と
消
費
の
主
体
は
家
族
と
い
う
結
合
体
に
お
い
て
一
つ

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
内
部
の
他
者
は
、
互
い
を
否
定
し
合
い
な
が
ら

も
決
し
て
分
か
り
合
う
こ
と
は
な
い
ｃ

僕
の
い
る
北
の
三
畳
間
か
ら
は
北
向
き
の
斜
面
が
一
望
さ
れ
て
、

日
々
何
か
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
な
や
ま
し
い
気
分
に
な
や
ま

さ
れ
る
が
、
ト
キ
子
は
い
つ
も
南
の
部
屋
に
い
て
、
一
段
と
高
い
か
ぶ

さ
る
よ
う
な
隣
り
の
家
ば
か
り
気
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
僕
と
ト
キ
子

の
考
え
の
ち
が
い
を
表
わ
し
て
、
僕
は
ト
キ
子
の
顔
を
見
な
い
よ
う
に
、

こ
の
南
側
の
一
段
と
高
い
家
は
あ
っ
て
も
な
き
が
如
く
、
見
て
は
い
な

い
の
だ
。

僕
は
家
と
い
う
も
の
は
、
に
ん
げ
ん
が
こ
の
世
に
生
れ
て
き
た
以
上
、

神
様
が
す
っ
ぽ
り
と
頭
の
上
か
ら
一
軒
ず
つ
傘
の
よ
う
に
下
し
て
く
れ

る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
妄
想
を
い
だ
い
て
い
る
の
で
、
大
き
い

家
の
建
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
自
分
の
持
物
や
、
自
分
の
こ
と
で
も

あ
る
よ
う
に
「
こ
の
家
は
大
き
す
ぎ
る
ぞ
、
分
け
て
や
る
べ
き
だ
」
と

眩
く
の
だ
ｃ

相
談
し
て
い
た
ら
、
永
久
に
家
だ
の
部
屋
だ
の
建
つ
こ
と
は
な
い
。
現

に
こ
の
ア
バ
ラ
屋
だ
っ
て
、
こ
れ
は
ト
キ
子
の
強
行
策
に
よ
っ
て
い
つ

の
ま
に
か
こ
こ
に
こ
う
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
僕

に
と
っ
て
は
城
壁
の
よ
う
な
気
持
を
お
こ
さ
せ
る
迷
惑
な
敷
地
を
手
に

入
れ
た
の
も
彼
女
だ
。
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「
北
向
」
で
あ
る
「
僕
」
の
視
線
と
一
‐
南
側
」
の
高
い
家
を
い
つ
も
気
に

す
る
ト
キ
子
の
「
考
え
の
ち
が
い
」
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
ト
キ
子
の
家

を
大
き
く
し
た
い
と
い
う
欲
望
は
、
そ
も
そ
も
南
側
の
家
の
尚
さ
に
よ
っ
て

喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
欲
望
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

「
僕
」
の
有
り
様
は
、
「
見
て
い
な
い
」
と
い
う
意
識
的
な
拒
否
に
よ
っ
て
成

り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
逆
に
北
向
き
の
斜
面
の
方
は
意
識
的
に
見
て
い
る
「
僕
」
に
は
、

「
何
か
悪
事
を
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
な
や
ま
し
い
気
分
」
が
喚
起
さ
れ
る

が
、
こ
れ
が
「
斜
面
」
か
ら
発
生
す
る
こ
と
は
、
己
の
見
下
ろ
す
と
い
う
動

作
が
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
ｃ
己
の
建
て
た
家
の
位

置
や
高
さ
か
ら
発
生
す
る
こ
の
罪
意
識
は
、
特
に
必
然
性
の
な
い
意
識
で
は

あ
る
が
、
こ
れ
は
よ
り
南
側
の
家
か
ら
「
僕
」
自
身
が
「
僕
」
の
家
を
見
た

場
合
も
、
原
理
的
に
は
同
様
に
発
生
す
る
意
識
で
あ
る
。

家
を
尚
く
す
る
と
い
う
欲
望
が
、
他
人
の
家
か
ら
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
以
上
§
南
の
視
線
で
は
常
に
そ
の
欲
望
の
渦
中
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
げ

る
術
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ラ
ー
ル
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
そ
の
欲

望
の
シ
ス
テ
ム
が
人
間
に
と
っ
て
本
質
的
あ
る
い
は
原
理
的
で
あ
る
な
ら
ば
、

最
大
の
防
御
方
法
は
あ
え
て
「
見
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。

「
家
」
を
商
品
の
象
徴
と
し
、
そ
の
高
さ
を
ま
さ
に
「
物
象
化
」
「
物
神

化
」
の
象
徴
と
み
る
な
ら
ば
、
南
で
は
他
者
の
商
品
へ
の
欲
望
が
次
の
欲
望

を
喚
起
し
、
家
の
大
き
さ
は
ま
す
ま
す
競
わ
れ
て
ゆ
く
。
一
方
、
北
で
は
そ

う
し
た
商
品
を
「
見
な
い
」
こ
と
、
つ
ま
り
は
そ
う
し
た
情
報
を
抑
え
る
こ

と
が
欲
望
の
抑
制
に
繋
が
り
、
商
品
価
値
を
肥
大
化
さ
せ
続
け
る
「
や
ま
し

い
」
気
分
か
ら
己
を
外
に
置
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
「
考

え
方
」
の
違
い
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
ま
さ
に
戦
後
の
冷
戦
構
造
に
お
け

る
思
想
の
違
い
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
他
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
な
ぜ
二
人
の
視
線
は
「
東
西
」
で
は
な
く
「
南
北
」
に
向
け
ら
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

建
前
の
日
、
そ
の
日
も
僕
は
稼
ぎ
つ
か
れ
て
、
戦
前
に
朝
鮮
軍
司
令

官
の
住
宅
が
所
せ
ま
く
建
っ
て
い
た
と
い
う
わ
が
家
の
敷
地
の
石
段
を

の
ぼ
っ
て
き
た
。
「
大
し
た
石
段
だ
ね
」
と
常
々
僕
の
友
人
に
冷
か
さ

多
く
の
安
直
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
で
は
日
本
の
経
済
発
展
を
、
戦
後

の
日
本
人
の
努
力
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
側
間
に
偏
っ
て
描
き
が
ち
で
あ
る

が
、
そ
の
背
景
に
は
明
ら
か
に
朝
鮮
戦
争
の
軍
事
特
需
が
あ
る
。
そ
し
て
、

前
述
し
た
様
に
都
会
の
新
し
い
家
族
た
ち
が
自
分
た
ち
の
家
を
立
て
始
め
よ

う
と
す
る
の
は
、
特
諦
二
九
五
○
～
五
二
年
）
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
考
え
た
時
、
冷
戦
の
東
西
問
題
は
紛
れ
も
な
く
、
日
本
に
お
い
て
は

、
、
、

朝
鮮
の
南
北
問
題
を
下
欺
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
は
ず

だ
。
そ
し
て
、
「
僕
」
と
ト
キ
子
の
城
（
家
）
の
土
地
に
も
、
朝
鮮
軍
司
令

官
の
住
宅
の
跡
地
で
あ
る
と
い
う
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
朝
鮮
と
い
う
歴

史
の
上
に
立
て
ら
れ
た
家
は
、
南
側
で
は
経
済
的
競
争
原
理
に
よ
っ
て
よ
り

大
き
く
な
る
こ
と
を
夢
想
し
、
北
側
で
は
平
等
な
再
分
配
を
夢
想
す
る
。

比
喰
的
に
は
「
僕
」
の
抵
抗
と
は
、
こ
う
し
た
自
由
経
済
原
理
へ
の
抵
抗

で
あ
る
と
言
え
る
が
、
テ
ク
ス
ト
上
で
、
こ
の
抵
抗
が
勝
利
を
お
さ
め
る
こ

と
は
な
い
ｃ
な
ぜ
な
ら
ば
、
家
を
建
て
大
き
く
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
が
、
戦

後
家
族
と
い
う
主
体
に
と
っ
て
の
明
確
な
行
動
目
標
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

れ
て
い
た
石
段
な
の
だ
。
こ
の
大
谷
石
の
石
段
や
崖
は
、
ち
ょ
っ
と
城

廓
の
感
が
あ
る
。
僕
は
そ
ん
な
も
の
を
見
る
と
、
大
谷
石
を
切
り
き
ざ

ん
だ
り
こ
こ
ま
で
運
ん
だ
り
、
こ
れ
を
穂
み
あ
げ
た
労
苦
ば
か
り
が
ま

ざ
ま
ざ
と
う
か
ん
で
き
て
、
心
が
痛
く
な
る
ば
か
り
で
あ
り
、
今
頃
、

朝
鮮
軍
司
令
官
某
は
ど
こ
に
ど
う
し
て
い
る
の
や
ら
、
と
気
に
か
か
る

こ
と
ば
か
り
で
、
の
ぼ
る
足
取
り
も
重
い
の
だ
。

思
い
余
っ
て
ト
キ
子
に
建
築
費
の
伺
い
を
立
て
る
と
、
指
を
三
本
あ

げ
た
三
十
万
だ
と
い
う
。
三
十
万
へ
ソ
ク
っ
た
の
か
と
き
く
と
、
冗
談

で
し
ょ
う
、
と
答
え
る
。
そ
れ
で
は
ど
う
し
て
増
し
た
の
か
も
知
れ
ん

が
、
元
も
子
も
な
く
し
な
か
っ
た
だ
け
、
不
幸
中
の
幸
せ
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
現
在
い
く
ら
持
っ
て
い
る
の
か
と
な
お
も
問
い
つ
め
る
と
、

答
え
る
に
は
及
ば
な
い
と
云
う
。
そ
れ
で
は
、
万
戦
秘
密
主
義
で
、
ま

る
で
自
由
党
の
吉
田
み
た
い
で
は
な
い
か
、
と
云
う
と
、
吉
田
さ
ん
て

私
み
た
い
か
し
ら
、
と
と
ぼ
け
た
表
情
だ
。
そ
う
い
う
答
え
方
が
既
に

そ
う
な
の
だ
。
と
口
惜
し
ま
ぎ
れ
に
威
丈
高
に
云
っ
て
見
た
が
何
も
か
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こ
こ
で
、
先
の
糒
神
分
析
的
な
比
嚥
を
敷
術
す
れ
ば
、
家
を
建
て
よ
う
と
す

る
行
為
（
意
志
）
は
、
妻
の
経
済
的
欲
望
充
足
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
す
る

の
は
夫
の
労
働
に
よ
る
経
済
的
生
産
行
為
（
資
金
を
稼
ぐ
こ
と
）
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
無
意
識
に
お
け
る
エ
ス
（
際
）
と
超
自
我
と
し
て
考
え
る
こ
と

は
た
や
す
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
者
の
家
を
見
て
喚
起
さ
れ
る
妻
の
欲
望

の
方
が
む
し
ろ
超
自
我
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
し
、
「
僕
」
の
行
動
が
愛
を

基
底
と
し
た
行
動
で
あ
る
と
い
う
点
も
逆
に
エ
ス
（
原
）
的
な
而
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
の
解
釈
の
相
違
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
愛
や
経
済
的
欲
望
の

ど
ち
ら
を
人
間
の
本
質
と
し
て
見
る
か
ど
う
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
家
族
と
い
う
主
体
の
持
つ
欲
望
が
、
愛

と
い
う
倫
理
や
経
済
と
い
う
欲
望
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら

派
生
す
る
様
々
な
欲
望
が
決
し
て
折
り
合
う
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
姿
そ

の
も
の
が
、
戦
後
の
近
代
家
族
と
い
う
主
体
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。人

と
い
う
主
体
の
行
動
が
必
ず
し
も
明
確
な
意
識
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
家
族
と
い
う
主
体
の
行
動
に
も

様
々
な
「
秘
密
」
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
代
の
図
の
意
志
を
決

定
し
て
し
ま
う
政
治
が
国
民
に
と
っ
て
「
秘
密
主
義
」
で
あ
る
よ
う
に
、
家

族
の
行
動
を
決
め
て
し
ま
う
何
も
の
か
も
、
主
体
の
意
識
か
ら
は
「
秘
密
」

つ
ま
り
、
ト
キ
子
か
ら
の
愛
情
の
告
白
も
、
ト
キ
子
の
欲
望
の
根
源
も

「
僕
」
に
と
っ
て
は
容
易
に
見
え
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
れ
は
ト
キ
子
に
と
っ
て
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
何
か
な
の
で
あ
る
。

僕
は
い
つ
の
ま
に
か
僕
が
ト
キ
子
と
い
う
女
に
か
わ
り
、
あ
そ
こ
に
い

る
の
が
僕
と
い
う
男
性
で
は
な
い
か
と
、
目
を
疑
う
ば
か
り
だ
が
、
僕

が
僕
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
な
い
の
は
、
僕
の
枕
下
に
紙
片
が
お
い

て
あ
っ
て
、
「
食
事
を
し
て
早
く
お
勤
め
に
出
な
さ
い
ｃ
ト
キ
子
」
と

も
つ
か
ま
れ
て
い
て
、
し
か
も
こ
れ
以
上
ね
ば
れ
ば
、
愛
情
の
問
題
に

ギ
ロ
ン
が
う
つ
り
、
と
っ
く
に
伝
説
と
化
し
て
し
ま
っ
た
過
ぎ
し
日
の

僕
の
「
愛
情
の
告
白
‘
一
の
言
葉
が
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
必
定
だ
。

こ
う
し
た
「
僕
」
と
ト
キ
子
と
の
混
同
は
、
正
確
に
言
え
ば
、
僕
の
意
志

と
ト
キ
子
の
意
志
と
の
混
同
で
あ
る
。
両
者
の
意
志
と
は
、
家
族
と
い
う
主

体
の
意
志
に
と
っ
て
は
、
無
意
識
の
領
域
で
あ
る
。
そ
の
結
果
の
行
為
は
家

を
増
築
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
拠
と
な
る
家
を
巡
る
二
つ
の
無
意

識
は
常
に
反
駁
し
合
い
な
が
ら
混
ざ
り
合
い
、
家
を
め
ぐ
る
行
為
の
根
源
へ

の
退
行
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。

以
後
「
僕
」
と
ト
キ
子
の
混
同
は
、
テ
ク
ス
ト
の
随
所
で
現
出
す
る
よ
う

に
な
る
（
傍
線
部
は
引
用
者
、
以
下
も
同
じ
）
。

時
間
だ
。
ど
こ
』

な
僕
で
さ
え
も
、

キ
子
に
な
っ
て
い
る
ｃ

（
中
略
）

そ
れ
に
し
て
も
毎
日
僕
が
帰
っ
て
行
く
は
ず
の
わ
が
家
の
庭
に
、
今
日

は
土
台
工
事
が
終
り
、
そ
の
う
ち
に
建
前
が
行
わ
れ
、
日
々
積
み
か
さ

ね
ら
れ
、
塗
り
た
く
ら
れ
て
、
や
が
て
ま
た
確
固
と
し
た
物
体
が
出
来

あ
が
っ
て
行
く
と
い
う
の
は
何
と
い
う
妙
な
、
心
お
の
の
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。
判
釧
酬
創
幽
矧
制
副
剴
到
呵
叫
矧
倒
司
洲
剤
副
斗
釧
倒
制
剖
卿
矧
剛
切
矧
。

（
中
略
）

僕
が
ト
キ
子
に
抵
抗
し
、
こ
の
出
来
上
が
り
つ
つ
あ
る
家
に
抵
抗
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
剛
引
到
訓
制
馴
引
剛
幽
倒
矧
劉
刈
詞
馴
Ｈ
剣
刈
倒
到
刎
な
の

だ
。

（
中
略
）

ト
キ
子
と
の
結
蟠
以
来
、
僕
は
僕
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

時
間
だ
。
ど
こ
に
い
て
も
僕
は
ト
キ
子
の
亭
主
で
、
こ
の
頃
で
は
正
当

大
工
が
ま
ち
が
え
て
ト
キ
子
が
そ
れ
を
知
ら
ぬ
顔
で
い
る
わ
け
も
な
い

か
ら
、
こ
れ
は
ト
キ
子
の
計
画
に
ち
が
い
な
い
。
Ｎ
矧
剥
判
別
鋤
剛
到
Ｈ
ｄ

書
き
認
め
て
あ
る
こ
と
を
見
て
も
分
る
。

い
や
正
当
な
僕
と
思
う
時
こ
そ
、

。
し
か
る
に
。
…
．
．

す
み
ず
み
ま
で
卜
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妄
想
で
家
に
「
呉
服
屋
が
出
入
り
」
す
る
こ
と
す
ら
恐
れ
る
「
僕
」
は
、

家
に
他
者
が
侵
入
し
て
く
る
こ
と
を
極
端
に
恐
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
ん
な

「
僕
」
に
と
っ
て
、
出
入
り
す
る
多
く
の
大
工
た
ち
は
ま
さ
に
恐
怖
の
対
象

で
あ
っ
た
ろ
う
。

視
線
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
自
分
か
ら
搾
取
す
る
だ
け
の
存
在
。
そ
し

て
そ
れ
が
原
因
で
「
抵
抗
」
の
対
象
と
な
る
存
在
。
実
は
、
棟
梁
と
ト
キ
子

こ
の
大
工
た
ち
へ
の
視
線
が
「
逢
し
い
背
中
や
首
す
じ
」
に
あ
る
こ
と
は

注
目
し
て
お
い
て
よ
い
ｃ
そ
し
て
、
後
に
そ
の
大
工
た
ち
の
「
棟
梁
」
を
妻

か
ら
紹
介
さ
れ
る
。

ら
な
い
。
僕
は
職
人
た
ち
に
暗
黙
の
虹

と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の
だ
。

わ
れ
て
、
そ
の
退
し
い
背
中
や
首
す
じ
を
見
せ
な
が
ら
、
ト
キ
子
を
と

り
ま
い
て
職
人
た
ち
が
指
示
を
受
け
て
い
る
さ
ま
は
、
戦
争
中
を
思
わ

せ
る
。僕

は
そ
う
思
い
、
キ
ッ
と
棟
梁
の
顔
を
眺
め
る
と
＄
軽
く
頭
を
下
げ

た
ま
ま
、
僕
の
方
は
ふ
り
む
き
も
せ
ず
、
ト
キ
子
と
相
談
を
は
じ
め
る
。

い
や
僕
に
相
談
を
さ
れ
た
と
し
て
も
、
僕
は
何
を
知
っ
て
い
る
こ
と
か
。

二
階
の
出
来
る
こ
と
さ
え
も
、
昨
夜
こ
の
眼
で
直
接
に
見
て
、
知
っ
た

ば
か
し
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

し
か
し
僕
は
、
け
つ
き
よ
く
は
僕
か
ら
金
を
支
払
っ
て
も
ら
う
は
ず

の
連
中
が
、
い
く
ら
ト
キ
子
が
僕
の
家
の
代
表
で
あ
る
と
し
て
も
、
僕

に
何
の
敬
意
も
い
だ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
腹
立
た
し
く
て
な

ら
な
い
。
僕
は
職
人
た
ち
に
暗
黙
の
抵
抗
を
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い

翌
朝
僕
が
起
き
る
よ
り
前
に
ト
キ
子
が
起
き
る
の
で
、
ふ
し
ぎ
に
思

っ
て
い
る
と
、
に
わ
か
に
庭
が
さ
わ
が
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
雨
戸

の
穴
か
ら
外
を
の
ぞ
く
と
、
数
名
の
仕
事
師
が
、
僕
の
庭
に
立
ち
あ
ら

３
包
摂
す
る
家
族

逆
に
見
れ
ば
、
ト
キ
子
の
こ
と
を
「
ダ
ン
ナ
」
と
呼
ぶ
棟
梁
に
と
っ
て
も

ト
キ
子
と
「
僕
」
は
相
同
な
位
置
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
棟
梁
の
荒
唐
無
稽

な
提
案
（
そ
れ
も
自
分
の
意
志
で
あ
る
と
さ
れ
た
提
案
）
を
、
ト
キ
子
は
拒

否
せ
ず
に
受
け
入
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
棟
梁
と
ト
キ
子
と
「
僕
」
と
い
う

三
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
互
い
に
交
換
可
能
な
位
置
に
あ
り
な
が
ら
、
誰

の
意
志
と
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
「
馬
」
と
い
う
他
者
を
家
の
中
へ
組
み
込

ん
で
ゆ
く
。

こ
う
考
え
る
と
、
「
僕
」
が
ト
キ
子
に
向
け
る
は
ず
の
「
暴
力
」
が
棟
梁

へ
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
頷
け
る
。
後
に
「
僕
」
は
こ
の
感
情
を
「
公

理
」
と
ま
で
呼
ん
で
い
る
が
、
「
僕
」
か
ら
見
た
時
、
こ
の
両
者
は
「
抵
抗
」

の
両
者
は
、
「
僕
」
に
と
っ
て
見
れ
ば
驚
く
程
近
い
存
在
で
あ
る
。

「
ダ
ン
ナ
こ
れ
は
馬
小
屋
に
す
る
ん
で
し
ょ
う
？
」

と
答
え
る
。

僕
は
、
ト
キ
子
の
こ
と
を
「
ダ
ン
ナ
」
と
呼
ん
で
い
る
の
に
も
お
ど

ろ
い
た
が
、
「
馬
小
屋
」
と
き
い
て
ぎ
ょ
う
て
ん
し
た
（
》

「
そ
う
だ
っ
た
か
し
ら
」

「
ダ
ン
ナ
は
、
ち
ゃ
ん
と
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
し
、
ち
ゃ
ん
と
図
面
は

そ
う
な
っ
て
い
ま
す
よ
」

「
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
で
も
そ
う
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
わ
、

馬
小
屋
に
し
ま
し
ょ
う
よ
ね
」

折
も
折
、
僕
の
家
の
高
台
か
ら
焼
跡
を
こ
え
て
お
よ
そ
百
米
ば
か
り
は

な
れ
た
道
を
、
今
日
も
駄
馬
が
通
っ
て
行
く
姿
が
ふ
と
目
に
入
っ
た
時

に
、
急
に
馬
の
実
体
が
よ
み
が
え
っ
て
き
て
、
僕
は
い
ま
ま
で
か
く
れ

て
い
た
柿
の
木
の
蔭
か
ら
と
び
出
し
て
行
っ
て
、
い
き
な
り
棟
梁
を
な

ぐ
り
つ
け
よ
う
と
し
た
。
僕
が
ト
キ
子
に
立
ち
向
わ
ず
に
棟
梁
の
背
中

に
向
っ
て
突
進
し
た
と
い
う
こ
と
が
既
に
お
か
し
い
こ
と
だ
が
、
そ
れ

は
僕
が
ト
キ
子
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る
う
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
習

慣
的
な
事
情
の
た
め
な
の
だ
。
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家
を
建
て
よ
う
と
思
う
者
、
そ
の
た
め
の
資
金
を
調
達
す
る
者
、
そ
し
て

実
際
に
家
を
建
て
る
者
、
思
惑
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
て
も
、
家
の
建
築
は
ど

ん
ど
ん
進
ん
で
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
棟
梁
を
含
め
大
工
た
ち
は
家
族
で

ユ
ニ
ソ
Ｉ
ｒ

は
な
い
。
む
し
ろ
家
族
と
い
う
結
合
体
か
ら
す
れ
ば
、
異
質
な
存
在
で
あ
る

と
さ
え
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
僕
」
や
ト
キ

子
に
と
っ
て
棟
梁
が
相
同
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
ど
う
し
て
な
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
鍵
は
、
棟
梁
を
媒
介
に
し
て
家
に
呼
び
込
ま
れ
た
「
馬
」
に

あ
る
。八

木
敏
雄
７
｜
や
村
上
春
樹
２
｜
に
よ
っ
て
「
馬
」
の
象
徴
性
は
、
主
と
し

て
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
谷
川

は
以
下
の
様
に
ま
と
め
て
い
る
↑
３
’
。

の
対
象
と
し
て
は
相
同
な
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
「
愛
情
の
告
白
」

が
あ
る
限
り
、
「
僕
」
は
ト
キ
子
に
暴
力
を
発
動
出
来
な
い
が
、
そ
れ
が
介

在
し
な
い
棟
梁
に
は
暴
力
を
発
動
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
発
動
さ

れ
た
暴
力
が
再
び
自
分
に
戻
っ
て
来
て
し
ま
う
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

結
局
、
こ
の
暴
力
は
失
敗
に
お
わ
り
「
僕
」
は
電
線
に
感
電
し
入
院
さ
せ

ら
れ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
病
院
の
窓
か
ら
見
る
家
の
様
相
で
も
、
棟
梁
と
ト

キ
子
と
「
僕
」
と
い
う
認
識
は
混
乱
の
中
に
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
八
木
の
い
う
よ
う
に
、
一
．
馬
』
と
い
う
表
題
は
、
働
き
続

け
る
「
僕
」
が
《
馬
車
馬
》
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
す
る
連
想
を
導

だ
が
、
仕
方
が
な
い
で
は
な
い
か
。

か
ん
じ
ん
の
主
人
が
こ
の
よ
う
に
、
外
傷
は
な
い
と
云
え
、
ア
タ
マ
に

電
気
を
打
た
れ
て
ね
て
い
る
の
に
、
僕
の
そ
ば
に
つ
き
添
う
ど
こ
ろ
か

棟
梁
た
ち
の
そ
ば
に
つ
き
添
っ
て
楽
し
げ
で
あ
る
の
は
こ
れ
で
い
い
の

か
し
ら
ｃ
す
る
と
こ
れ
で
い
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
僕
の
心
は
即
座

に
答
え
る
。
僕
は
そ
ん
な
答
え
方
を
す
る
自
分
が
哀
れ
で
、
ホ
ン
ト
に

お
前
と
い
う
奴
は
ア
タ
マ
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
反
省
す
る
の

に
は
行
く
ま
い
、
ト
キ
子
は
ダ
ン
ナ
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
に
僕
の
そ
ば

に
つ
き
添
っ
て
い
た
と
て
僕
が
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
。

あ
そ
こ
に
ト
キ
子
が
い
な
い
わ
け

つ
ま
り
、
「
馬
車
馬
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
労
働
力
と
し
て

の
比
嶮
と
、
「
種
馬
」
な
ど
と
い
う
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
豊
富
な
性
的
能
力

と
し
て
の
比
嚥
が
馬
に
は
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

棟
梁
と
馬
に
は
、
「
僕
」
の
「
暹
し
い
」
と
い
う
視
線
が
共
通
し
て
い
た
。

そ
の
意
味
で
棟
梁
と
ト
キ
子
の
間
に
危
慎
し
て
い
た
不
貞
の
予
感
の
様
な
も

の
が
、
そ
の
ま
ま
「
馬
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
ｃ

し
か
し
な
が
ら
、
棟
梁
の
労
働
の
報
酬
は
、
「
僕
」
の
労
働
に
よ
っ
て
ま

か
な
わ
れ
て
お
り
、
三
者
の
間
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
よ
っ
て
あ
る
種
の

安
定
の
様
な
状
態
が
生
ま
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
。
だ
が
、
「
馬
」
は
そ
の

存
在
に
よ
っ
て
部
屋
代
を
う
み
だ
し
、
「
僕
」
の
稼
ぎ
手
と
し
て
の
ポ
ジ
シ

ョ
ン
を
も
奪
っ
て
し
ま
う
。

思
え
ば
僕
は
日
々
、
そ
れ
が
倫
理
で
あ
る
か
の
如
く
、
時
間
を
埋
め
て

仕
事
を
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
せ
め
て
ト
キ
子
の
へ
ソ
ク
リ
に

な
っ
た
と
云
わ
れ
た
と
き
に
は
、
阿
呆
ら
し
い
よ
う
な
気
持
に
は
な
り

な
が
ら
同
時
に
、
「
倫
理
」
が
金
に
か
わ
っ
た
そ
の
化
け
方
に
、
こ
の

世
の
当
然
の
成
行
を
知
り
、
僕
は
実
体
に
カ
チ
ン
と
つ
き
あ
た
っ
た
安

心
さ
え
お
ぼ
え
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
何
と
僕
の
「
倫

理
」
に
す
ぎ
ず
、
あ
の
階
下
に
馬
が
や
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
の

家
の
出
資
が
行
わ
れ
る
と
き
く
と
、
僕
は
そ
の
意
味
で
も
、
一
種
、
あ

て
ど
の
な
い
寂
蓼
感
に
お
そ
わ
れ
る
の
だ
ｃ

く
し
、
《
走
る
た
め
に
鍛
え
ら
れ
育
て
ら
れ
た
こ
の
暹
し
く
ハ
ン
サ
ム

な
上
背
の
あ
る
》
《
五
郎
》
の
姿
態
が
《
裸
の
人
間
》
の
寓
意
で
あ
る

と
想
像
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
《
長
い
首
と
頬
に
恥

ず
か
し
げ
も
な
く
接
吻
を
あ
た
え
る
》
ト
キ
子
の
行
為
が
、
単
に
飼
育

す
る
《
馬
》
に
対
し
て
で
は
な
く
、
《
裸
の
人
間
》
に
対
し
て
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
両
者
の
性
的
関
係
を
疑
わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
妻
を
渡

取
る
男
性
と
し
て
の
《
五
郎
》
の
優
位
性
を
示
す
と
と
同
時
に
、
「
僕
」

と
ト
キ
子
と
の
間
の
性
的
雰
囲
気
の
欠
如
を
も
暗
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
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病
院
の
窓
か
ら
見
る
家
の
中
の
二
人
の
人
物
の
影
に
妻
と
の
不
貞
を
確
信

す
る
「
僕
」
。
し
か
し
、
ト
キ
子
は
、
影
と
は
「
僕
」
自
身
が
夜
中
に
脱
出

し
て
来
た
姿
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
う
。
当
然
、
テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
こ
の
幻

影
の
正
体
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
が
、
亜
要
な
の
は
、
こ
う
し

た
幻
影
の
出
現
が
、
「
僕
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
と
期
を

一
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
ｃ

こ
の
ク
ラ
ィ
シ
ス
は
、
馬
を
見
て
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
る
。

こ
れ
は
、
単
に
今
ま
で
の
自
分
が
稼
ぎ
手
で
あ
っ
た
と
い
う
家
族
内
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分
の
論
理
を
支
え
て

い
た
倫
理
の
存
在
を
初
め
て
認
識
し
、
そ
の
倫
理
す
ら
何
ら
か
の
他
者
と
共

有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
意
識
か
ら
来
る
「
寂
蓼

感
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
が
捨
て
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
「
僕
」
は
も
は

や
「
倫
理
的
な
語
り
手
」
で
す
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
《
〕

も
う
職
人
ど
も
の
一
味
が
我
が
庭
に
う
ろ
つ
い
て
い
な
い
の
は
あ
り

が
た
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
ト
キ
子
が
あ
い
さ
つ
に
つ
れ

て
行
き
「
五
郎
」
と
い
う
馬
の
姿
を
見
せ
ら
れ
た
時
、
ち
ょ
っ
と
僕
も

そ
の
栗
毛
の
三
歳
馬
に
は
一
驚
し
た
。
僕
は
そ
れ
ま
で
馬
と
い
う
も
の

は
、
場
末
か
郊
外
か
、
時
々
は
僕
の
近
所
の
道
を
、
荷
物
を
ひ
い
て
ト

ボ
ト
ボ
と
歩
い
て
い
る
駄
馬
し
か
見
た
こ
と
が
な
い
せ
い
か
、
さ
す
が

走
る
た
め
に
鍛
え
ら
れ
育
て
ら
れ
た
こ
の
暹
し
く
ハ
ン
サ
ム
な
上
背
の

あ
る
姿
に
は
、
僕
は
す
っ
か
り
自
分
の
に
ん
げ
ん
と
し
て
の
尊
厳
を
傷

つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
て
目
を
種
い
た
く
な
っ
た
ｃ
自
分
の
家
に
、

自
分
よ
り
遥
か
に
男
ら
し
く
暹
し
い
動
物
が
ｌ
そ
れ
が
に
ん
げ
ん
で

な
く
と
も
僕
の
家
に
常
に
い
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
心
に
平

衡
を
失
わ
ぬ
男
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
我
が
家
の
窓
に
何
か
影
法
師
が
う
つ
る
の
が
見
え
る
の
で
、

ト
キ
子
が
何
か
こ
の
日
の
片
附
物
で
も
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ

て
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
そ
の
影
法
師
は
一
人
の
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
様
に
、
「
僕
」
は
こ
れ
ま
で
自
分
自
身
を
何
度
も
「
犬
」
と
表
現
し

て
き
た
。
こ
の
自
意
識
は
、
同
じ
四
つ
足
の
動
物
と
し
て
、
「
に
ん
げ
ん
」

と
馬
を
比
較
す
る
こ
と
を
一
層
容
易
に
し
て
い
る
ｃ
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
劣

等
感
は
、
「
に
ん
げ
ん
と
し
て
の
尊
厳
」
に
ま
で
結
び
つ
い
て
し
ま
う
ｃ

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
馬
は
、
男
の
性
や
労
働
力
の
象
徴
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
も
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
前
者
は
棟

梁
へ
の
嫉
妬
と
い
う
形
で
、
後
者
は
甲
斐
性
の
無
さ
と
い
う
形
で
繰
り
返
さ

、
、
、

こ
こ
で
「
あ
い
さ
つ
に
つ
れ
て
行
き
「
五
郎
」
と
い
う
馬
の
姿
を
見
せ
ら

、
、

、
、
、
、
、

れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
ト
キ
子
が
「
僕
」
を
棟
梁
に
「
紹
介
し
て
し
ま
つ

、た
」
と
い
う
意
識
と
同
様
で
あ
る
。
妻
を
媒
介
に
、
「
僕
」
は
見
た
く
な
い

も
の
（
知
り
た
く
な
い
も
の
）
と
無
理
に
引
き
合
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
瞬
間
「
僕
」
か
ら
み
た
家
に
お
け
る
棟
梁
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、

ま
さ
に
馬
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

と
は
、
「
ハ
ン
サ
ム
」
「
鍛
え
ら
れ
た
」
「
暹
し
い
」
「
上
背
」
と
い
っ
た
「
男

性
」
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
が
犬
で
あ
っ
て
さ
え
も
そ
う
な
の
だ
。
と
こ
ろ
が
犬
よ
り
は
ず
っ

と
大
き
く
、
僕
よ
り
も
大
き
く
、
貴
公
子
に
し
て
野
性
的
な
こ
の
つ
や

や
か
な
る
生
き
物
が
、
僕
を
下
僕
の
よ
う
に
見
下
し
て
い
る
の
だ
。

（
少
く
と
も
僕
に
は
そ
う
思
え
る
）

僕
は
あ
れ
狂
う
犬
の
よ
う
に
叫
び
な
が
ら
、
家
の
中
へ
か
け
こ
む
と
、

「
あ
、
あ
れ
は
、
だ
れ
の
す
、
す
む
部
屋
だ
、
あ
の
二
階
の
こ
と
だ
」

「
あ
な
た
が
住
む
の
よ
」

「
じ
、
じ
よ
う
だ
ん
で
し
ょ
う
。
ぼ
、
ぼ
く
は
い
や
だ
よ
」

し
り
し
な
が
ら
外
へ
ま
わ
り
直
し
て
、
そ
れ
か
ら
我
が
家
に
入
っ
て
く

る
の
だ
。

「
じ
、
じ
よ
う
だ
ん

（
中
略
）

こ
ん
な
こ
と
で
は
、

「
ト
キ
子
、
ト
キ
子
！
」ほ

ん
と
に
犬
に
な
っ
て
し
ま
う
ぞ
、

と
僕
は
歯
ぎ
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れ
て
き
た
語
り
手
の
欠
如
意
識
の
具
現
化
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
子
供

が
い
な
い
と
い
う
こ
の
家
族
の
形
態
そ
の
も
の
も
、
前
者
の
欠
如
を
結
果
と

し
て
補
完
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

日
本
の
近
代
夫
婦
制
度
に
お
け
る
専
業
主
婦
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
経

済
的
に
は
翌
日
へ
の
労
働
力
の
再
生
産
補
助
、
次
世
代
の
労
働
力
の
再
生
産

補
助
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
土
地
で
税
を
取
る
の
が
難
し
く
な
っ
た

ユ
ニ
ゾ
ト
Ｉ

近
代
社
会
に
お
い
て
、
家
族
と
い
う
結
合
体
は
大
切
な
税
の
徴
収
口
で
あ
っ

た
し
、
む
ろ
ん
そ
の
露
骨
な
性
役
割
は
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
マ
ン
ス
と
い
う
物

語
の
中
で
巧
み
に
美
化
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
。
逆
に
言
え
ば
、
専
業
主
婦
と
い

う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
社
会
と
い
う
外
部
か
ら
、
家
族
と
い
う
内
部
へ
性
と
生

産
力
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
制
度
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の

制
度
自
体
の
欺
啼
は
、
家
族
制
度
の
犠
牲
と
な
る
女
性
た
ち
を
描
い
た
り
、

そ
も
そ
も
制
度
自
体
に
組
み
込
ま
れ
な
い
女
性
た
ち
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
も
様
々
な
物
語
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
き
た
ｃ

だ
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の
欺
猫
を
夫
の
立
場
か
ら
示
そ
う
と
し
て

い
る
。
「
僕
」
は
明
ら
か
に
、
家
族
制
度
が
要
求
す
る
夫
と
し
て
の
役
割
を

十
全
に
こ
な
す
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
ｃ
そ
れ
と
同
時
に
、
常
に
そ
の
こ
と

た
だ
云
え
る
こ
と
は
ト
キ
子
は
僕
が
こ
う
し
て
冷
飯
を
か
き
こ
ん
で

出
勤
し
た
あ
と
の
時
間
、
そ
れ
か
ら
僕
の
帰
宅
す
る
ま
で
の
宵
の
う
ち
、

そ
れ
こ
そ
彼
女
は
彼
、
五
郎
と
共
に
す
ご
し
、
僕
と
よ
り
も
親
し
く
く

ら
す
こ
と
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。
何
故
な
ら
僕
は
自
分
一
人
で
で

も
飯
を
食
べ
る
け
れ
ど
も
、
五
郎
に
は
ト
キ
子
は
食
事
の
用
意
を
し
て

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
か
ら
だ
を
磨
い
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
代
り
五
郎
は
い
つ
何
時
で
も
ト
キ
子
を
乗
せ
て
走
り
、
そ
の
報
酬
を

た
だ
ち
に
返
す
わ
け
だ
。
五
郎
は
ト
キ
子
の
新
鮮
な
快
楽
の
足
し
に
な

る
が
、
僕
は
彼
女
と
僕
の
生
活
の
資
を
か
せ
い
で
く
る
だ
け
だ
。
あ
き

ら
か
に
何
倍
か
五
郎
の
方
が
僕
よ
り
分
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
五
郎
は
何
の
苦
労
も
な
い
だ
け
に
ま
す
ま
す
暹
し
く
美
し
く
な

る
だ
ろ
う
し
ゞ
五
郎
は
ト
キ
子
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ
鍛

え
ら
れ
美
し
く
な
る
に
反
し
、
僕
は
日
々
疲
れ
老
け
る
だ
け
だ
。

こ
の
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
型
の
髪
型
で
あ
る
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
と
は
、
後
の
「
馬
」

の
出
現
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
髪
型
と
は
実
は
一
種
の
流
行
に
過
ぎ
な

い
。
ど
ん
な
流
行
も
、
相
撲
や
競
馬
な
ど
様
々
な
文
化
も
、
そ
れ
自
体
を
支

え
る
理
論
的
根
拠
な
ど
は
何
も
な
い
。
原
爆
の
恐
ろ
し
さ
の
記
憶
が
ま
だ
ま

だ
生
々
し
い
時
代
に
、
さ
ら
に
強
力
な
水
爆
を
作
り
続
け
る
行
為
が
論
理
的

な
帰
結
と
は
到
底
思
え
な
い

し
か
し
、
近
代
家
族
を
支
え
る
男
女
の
役
割
が
、
そ
う
し
た
歴
史
的
文
化

的
な
構
築
物
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
指
摘
自
体
は
、

制
度
に
内
面
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
々
を
容
易
に
解
放
す
る
こ
と
は
出

に
劣
等
感
を
抱
い
て
お
り
、
性
と
生
産
力
の
担
い
手
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
既
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

む
ろ
ん
、
な
ら
ば
そ
う
し
た
制
度
自
体
の
欺
購
を
暴
き
、
己
の
内
面
化
し

た
意
識
を
解
体
す
れ
ば
い
い
な
ど
と
い
う
の
は
、
問
題
の
本
質
を
何
も
分
か

っ
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
制
度
自
体
が
ど
ん
な
矛
盾
を
抱
え
て

い
よ
う
と
も
、
そ
の
指
摘
だ
け
で
は
、
既
に
内
面
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
心
理

を
容
易
に
は
相
対
化
し
得
な
い
か
ら
だ
。

僕
は
こ
の
筋
の
通
っ
た
話
し
を
き
い
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
ア
タ

マ
が
や
は
り
お
か
し
い
の
だ
ろ
う
と
、
だ
ん
だ
ん
思
わ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
ヘ
ン
だ
と
す
れ
ば
こ
の
思
い
つ
き
だ
け
で
、
思
い
つ
き
が
ヘ

ン
だ
と
す
れ
ば
、
世
の
中
の
こ
と
は
ヘ
ン
で
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ

り
や
し
な
い
。
早
い
話
が
、
競
馬
や
競
輪
と
い
う
も
の
が
ヘ
ン
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
相
撲
が
ヘ
ン
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ん
な
せ
ま
い
と

こ
ろ
で
子
供
の
喧
雌
の
よ
う
に
な
ぐ
り
、
投
げ
、
押
し
、
高
い
と
こ
ろ

か
ら
太
鼓
腹
を
放
り
出
し
て
ひ
っ
く
り
か
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
オ

カ
シ
な
企
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
あ
の
パ
チ
ン
コ
な
る
も
の
は

ど
う
だ
。
い
や
、
水
爆
と
い
う
文
明
の
大
人
の
玩
具
は
ど
う
だ
。

何
も
か
も
こ
の
よ
う
に
ヘ
ン
な
こ
の
世
の
中
に
、
僕
の
家
に
と
つ
じ

ょ
と
し
て
馬
が
住
み
こ
む
と
い
う
発
案
を
ト
キ
子
が
し
た
と
し
て
も
、

年
甲
斐
も
な
く
ヘ
ッ
プ
バ
ー
ン
型
の
髪
を
し
て
い
る
以
上
何
を
す
る
か

も
知
れ
ず
、
答
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
し
ら
。
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歴
ｌ
ｌ
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
｝
．

同
じ
行
為
を
繰
り
返
し
て
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。

「
僕
」
の
粗
末
な
部
屋
と
対
世
さ
れ
る
馬
の
部
屋
の
豪
華
さ
は
、
家
族
の

内
部
に
お
け
る
「
僕
」
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
完
全
に
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
並
ぶ
人
類
学
と
動
物
の
「
辞
典
」
は
、
両
者
が
象
徴
的
意
味
に

お
い
て
、
相
同
（
交
換
可
能
）
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
し
、

「
そ
の
時
代
の
政
治
の
象
徴
と
し
て
の
男
女
の
関
係
」
と
は
、
水
爆
批
判
、

吉
田
内
閣
へ
の
批
判
、
朝
鮮
戦
争
や
戦
前
の
朝
鮮
の
記
憶
な
ど
を
織
り
込
み

な
が
ら
、
戦
後
の
近
代
家
族
制
度
の
欺
朧
に
ま
で
至
る
大
文
字
な
政
治
を
、

と
あ
る
夫
婦
の
ミ
ク
ロ
ポ
リ
テ
ッ
ク
な
関
係
か
ら
逆
照
射
し
よ
う
と
し
た
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
暗
峨
で
あ
る
。

来
な
い
。
内
面
化
さ
れ
て
い
る
人
々
が
「
ヘ
ン
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ

そ
狂
気
に
陥
る
し
か
な
い
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
信
頼
で
き
な
い
語
り
手

と
は
、
必
然
的
欲
求
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
も
の
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
融
合
し
て
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る
来

一
ｌ
ｌ
を
鑑
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
僕
」
が

僕
は
そ
の
家
を
し
ら
べ
て
見
て
、
お
ど
ろ
き
を
増
し
た
こ
と
は
、
そ

の
馬
の
部
屋
の
豪
華
さ
だ
。
そ
の
部
屋
に
は
上
下
水
道
、
暖
、
冷
房
な

ど
近
代
的
設
備
が
整
い
、
周
囲
の
壁
に
は
こ
の
馬
の
血
統
を
示
す
祖
先

馬
の
写
真
が
か
か
げ
て
あ
る
。
さ
ら
に
お
ど
ろ
い
た
こ
と
に
は
、
今
ま

で
僕
の
も
の
で
あ
っ
た
書
籍
が
大
部
分
こ
の
馬
の
部
屋
の
壁
に
う
つ
さ

れ
て
い
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
「
人

類
学
辞
典
」
「
動
物
百
科
辞
典
」
「
そ
の
時
代
の
政
治
の
象
徴
と
し
て
の

男
女
の
関
係
」
そ
の
ほ
か
に
馬
に
か
ん
す
る
図
書
が
所
せ
ま
し
と
書
架

を
う
ず
め
て
い
る
し
、
テ
ー
ブ
ル
や
、
ど
っ
し
り
と
し
た
、
い
か
に
も

馬
小
屋
に
ふ
さ
わ
し
い
安
楽
椅
子
も
そ
ろ
っ
て
い
る
。
（
ど
っ
し
り
し

た
と
い
う
点
で
は
）

４
閉
じ
ら
れ
つ
つ
開
か
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て

妻
と
馬
と
棟
梁
は
、
僕
の
抵
抗
の
対
象
と
し
て
相
伺
な
存
在
で
あ
り
、
妻

に
手
を
出
せ
な
い
代
替
と
な
る
点
に
お
い
て
は
、
棟
梁
と
馬
と
は
二
重
の
相

同
関
係
が
あ
る
。
一
方
で
妻
と
馬
の
ど
ち
ら
と
も
「
僕
」
は
目
を
合
わ
せ
る

こ
と
が
出
来
な
い
「
僕
」
が
棟
梁
と
戦
っ
て
敗
北
す
る
と
い
う
物
語
は
、

「
僕
」
と
馬
と
い
う
形
で
再
び
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
同
じ
結
果
と
な
る
。

そ
こ
に
は
物
語
レ
ベ
ル
に
お
け
る
相
同
性
す
ら
指
摘
し
得
る
だ
ろ
う
。

こ
の
家
族
に
お
け
る
棟
梁
、
馬
、
ト
キ
子
、
「
僕
」
は
、
あ
る
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
相
反
し
な
が
ら
も
、
ま
た
あ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
相
同
的
な
存

在
に
も
な
る
。

そ
も
そ
も
要
素
の
類
似
性
自
体
が
、
人
間
の
意
識
的
な
産
物
で
あ
り
、
あ

ら
ゆ
る
類
似
性
に
も
全
体
的
な
根
拠
は
な
い
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
家
族
的
類
似
あ
る
い
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
理
論
な
ど
に
お
い
て
も
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
馬
、
棟
梁
、
ト
キ
子
、

「
僕
」
は
様
々
な
レ
ベ
ル
で
同
一
視
（
混
同
）
さ
れ
た
り
、
相
反
関
係
（
区

別
さ
れ
る
も
の
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
り
す
る
。

む
ろ
ん
、
語
り
手
が
あ
る
種
の
狂
気
の
状
態
に
あ
る
か
ら
と
い
う
説
明
で

は
、
こ
の
問
題
の
本
質
は
掴
め
な
い
ｃ
ま
た
、
馬
や
棟
梁
は
「
僕
」
で
あ
る

の
か
、
異
な
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
問
題
提
起
も
、
一
人
称
独
白
体
の
信
頼

で
き
な
い
語
り
手
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。

家
を
建
て
増
築
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
行
為
に
象
徴
さ
れ
る
、
戦
後
の
農
か

さ
を
追
求
す
る
家
族
た
ち
は
、
そ
の
行
為
の
裏
に
様
々
な
レ
ベ
ル
の
欲
望
を

内
包
し
て
い
た
。
あ
る
欲
望
は
時
に
は
エ
ス
（
房
）
の
様
に
快
感
原
則
に

の
み
従
っ
て
現
出
し
、
そ
れ
を
あ
る
欲
望
は
超
自
我
の
よ
う
に
規
制
、
抑
制

し
、
現
出
す
る
形
を
与
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
時
代
は
、
新
し
い
家
族
た
ち
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
そ
う

し
た
欲
望
が
あ
る
領
域
に
閉
じ
込
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
と
も
言

え
る
。
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
は
、
高
度
経
済
成
長
以
後
バ
ブ
ル
崩
壊
ま
で
の
間
、

郊
外
と
呼
ば
れ
る
地
域
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
な
が
ら
、
戦
後
家
族
の
「
夢
」

と
し
て
機
能
し
続
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
欲
望
の
拡
大
路
線
は
、
バ
ブ
ル
の

崩
壊
と
と
も
に
終
わ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
こ
れ
ま
で
戦
後
家
族
が
抑
圧
し
て

き
た
様
々
な
欲
望
が
露
呈
し
始
め
て
い
る
。
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性
の
主
体
に
も
生
産
の
主
体
に
も
な
り
得
な
い
夫
に
と
っ
て
、
「
家
族
」

に
お
け
る
「
主
人
」
で
あ
る
資
格
は
既
に
な
い
こ
と
を
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら

人
々
が
絶
え
間
の
な
い
消
費
と
い
う
「
夢
」
の
中
に
微
睡
も
う
と
し
て
い
た

時
期
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
既
に
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
狂
気
と
の
狭
間
に
お
い
て
し
か
補
完
さ
れ
得
な
い
意
識

で
も
あ
る
。

僕
は
次
第
に
快
感
を
お
ぼ
え
て
き
て
、

「
コ
ラ
五
郎
、
今
夜
は
う
ん
と
走
ら
せ
て
や
る
か
ら
な
。
馬
な
ら
そ
う

さ
せ
ら
れ
ぬ
わ
け
に
は
行
く
ま
い
。
コ
ラ
返
事
を
せ
ん
か
」

五
郎
に
は
返
事
を
す
る
模
様
も
見
え
ず
た
だ
ひ
た
す
ら
に
走
る
の
で
、

「
ど
う
だ
こ
れ
か
ら
毎
夜
走
ら
せ
て
や
る
。
ト
キ
子
の
主
人
は
オ
レ
な

の
だ
。
返
事
を
せ
ん
か
、
し
ゃ
べ
ら
ぬ
か
」

す
る
と
五
郎
は
こ
ん
ど
は
、
我
が
家
に
向
っ
て
、
前
に
も
ま
し
た
速
さ

で
駈
け
出
し
次
第
に
僕
は
目
が
く
ら
ん
で
き
て
、
五
郎
に
何
も
か
も
任

せ
て
よ
い
と
い
う
弱
気
に
な
る
の
で
、
僕
は
心
を
持
ち
な
お
し
、
落
ち

た
ら
五
郎
も
た
だ
で
は
す
ま
さ
な
い
つ
も
り
で
、
馬
に
乗
っ
た
の
は
支

配
す
る
た
め
な
の
だ
か
ら
僕
は
が
ん
ば
る
の
だ
が
、
Ｒ
病
院
の
あ
た
り

に
く
る
と
、
も
う
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
て
、
落
ち
る
方
が
は
る
か
に

楽
に
な
っ
て
き
た
。

そ
う
す
る
と
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
何
も
分
ら
ぬ
が
、

分
る
こ
と
は
や
が
て
明
日
に
で
も
建
築
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
だ
。
僕

か
ら
へ
ソ
ク
っ
た
金
な
ど
と
は
か
け
離
れ
た
建
築
を
彼
女
は
試
み
る
。

そ
の
た
め
に
僕
の
家
は
僕
で
な
い
人
が
出
入
し
、
僕
で
な
い
人
が
住
み
、

僕
で
な
い
人
が
主
人
と
な
る
。
彼
女
は
こ
ん
ど
は
何
を
計
画
す
る
こ
と

か
。

そ
う
し
て
新
し
い
建
築
が
終
る
ま
で
Ｒ
病
院
の
や
っ
か
い
に
な
る
。

そ
の
た
め
に
は
僕
は
い
ち
お
う
電
線
に
で
も
ふ
れ
れ
ば
い
い
。

そ
し
て
欲
望
は
、
様
々
に
反
駁
し
共
存
し
な
が
ら
家
族
を
動
か
し
続
け
る

だ
ろ
う
。

「
夢
」
と
い
う
欲
望
充
足
へ
ひ
た
走
る
家
族
で
い
る
た
め
に
は
、
ひ
た
す

ら
狂
気
と
正
気
の
間
を
祐
復
い
続
け
る
し
か
な
い
。
市
場
経
済
の
フ
ァ
ン
タ

ス
マ
ゴ
リ
ー
の
中
を
、
酔
い
つ
つ
醒
め
つ
つ
フ
ラ
ヌ
ー
ル
と
し
て
歩
き
続
け

た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
様
に
。

「
愛
」
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
循
環
構
造
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
た
の
か

「
あ
な
た
、
待
っ
て
よ
」

と
叫
ぶ
。
ふ
り
か
え
る
と
彼
女
は
僕
の
そ
ば
に
か
け
よ
り
、
僕
が
ズ

ブ
ぬ
れ
で
あ
る
こ
と
に
も
気
が
つ
か
ず
、
こ
う
語
り
か
け
る
の
だ
。

「
あ
な
た
は
私
を
愛
し
て
い
る
ん
で
し
よ
。
私
の
い
う
通
り
に
し
て
い

れ
ば
い
い
の
、
あ
な
た
は
だ
ん
だ
ん
よ
く
な
る
の
。
こ
の
あ
た
り
で
、

あ
ん
な
二
階
の
あ
る
家
が
ど
こ
に
あ
っ
て
？
あ
な
た
が
い
や
な
ら
私

が
出
て
行
く
わ
．
．
…
・
私
は
ホ
ン
ト
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
の
よ
・
私

の
よ
う
な
女
が
い
な
け
れ
ば
、
あ
な
た
は
ま
と
も
に
な
れ
な
い
の
、
ね

え
分
っ
て
？
」

僕
は
は
じ
め
て
ト
キ
子
の
妙
な
「
愛
情
の
告
白
」
を
き
く
の
だ
。

と
こ
ろ
が
五
郎
は
急
に
一
ふ
り
ふ
っ
て
僕
を
地
上
に
払
い
お
と
す
と
、

た
し
か
に
、

「
こ
の
野
郎
！
」

と
い
う
ふ
う
に
叫
ん
で
走
り
出
し
た
。
も
う
棟
梁
の
姿
は
闇
の
中
に

か
く
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
五
郎
の
走
る
方
角
か
ら
す
る
と
、
五
郎
は
棟

梁
の
あ
と
を
追
っ
か
け
て
行
く
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

「
こ
の
野
郎
！
」
と
い
う
の
が
こ
の
僕
の
こ
と
か
と
思
っ
た
ら
、
ど
う

や
ら
そ
う
で
は
な
い
よ
う
だ
。
五
郎
が
棟
梁
に
向
っ
て
走
る
の
な
ら
、

棟
梁
に
た
い
す
る
好
意
か
悪
意
の
た
め
な
の
だ
。
こ
ん
な
雑
言
を
ほ
ん

と
に
吐
い
た
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
ん
な
ふ
う
に
聞
え
た
か
ら
に

は
、
好
意
の
た
め
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
。
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堂 際
に

っ
た
ｃ

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
愛
の
告
白
」
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
倫
理
は
、
「
愛

情
の
告
白
」
に
よ
っ
て
本
当
に
補
完
さ
れ
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
僕
」
が
求

め
て
い
た
も
の
が
、
紛
れ
も
な
い
そ
れ
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
何
故
「
愛
」

と
「
愛
情
」
と
い
う
言
葉
の
差
異
が
生
じ
た
の
か
。
差
異
が
新
た
な
物
語
の

端
緒
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
家
族
は
い
か
な
る
物
語
を
紡
い
で
ゆ
く
の
か
ｃ

馬
は
今
も
妻
を
乗
せ
て
走
り
、
家
に
住
み
つ
き
、
棟
梁
は
い
つ
の
間
に
か
家

に
通
っ
て
い
る
…
…
。

（
４
）
Ａ

○
月
、
中

（
５
）
荒
川

一
年
三
月

（
６
）
桜
井

（
２
）
村
上
春
哩

○
月
、
文
芸
春

（
３
）
谷
川
充
》

「
家
作
り
」
ｌ
」

○
一
○
年
三
月

（
１
）
本
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
「
馬
」
は
、
二
つ
の
作
甜
が
融
合
し
た
も
の

で
あ
る
。
「
家
」
二
近
代
文
学
』
昭
和
二
九
年
八
月
）
の
、
日
曜
の
午
前
中

に
「
僕
」
が
庭
で
建
築
作
業
を
眺
め
て
い
る
場
面
ま
で
の
話
と
、
「
馬
」

二
文
芸
』
昭
和
二
九
年
八
月
）
の
、
完
成
し
た
二
階
建
の
一
階
に
馬
が
住
み
、

二
階
に
「
僕
」
が
住
む
こ
と
に
な
る
顛
末
を
描
い
た
話
で
あ
る
。
こ
の
両
者

が
同
年
に
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
』
（
み
す
ず
書
房
）
に
収
録
さ
れ
る

際
に
「
馬
又
は
政
治
」
と
改
題
さ
れ
、
新
潮
文
庫
掲
救
時
に
「
馬
」
と
改
ま

（
７
）
八
木
敏
雄
「
馬
に
な
る
理
由
」
『
小
島
信
夫
の
寺

（
大
橋
健
三
郎
他
編
、
一
九
八
五
年
七
月
、
福
武
書
店
）

註荒
川
茂
則
「
戦
後
日
本
の
家
族
と
私
化
」

桜
井
陽
子
・
桜
井
厚

村
上
春
樹
軍

文
芸
春
秋
社

谷
川
充
美
「

Ａ
・
ト
フ
ラ
ー
著
、

中
央
公
論
社 弓

な
ぜ
「
家
」
を
建
て
る
の
か
ｌ
小
島
信
夫
に
お
け
る

『
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
一
一
五
巻
、
二

「
若
い
読
者
の
た
め
の
短
擶
小
説
案
内
』

徳
岡
孝
夫
監
訳
『
第
三
の
波
』
一
九
八
○
年
一

『
幻
想
す
る
家
族
』
一
九
八
七
年
九
月
、
弘
文

『
小
島
信
夫
の
文
学
を
め
ぐ
る
現
在
』

『
奈
良
大
学
紀
要
』
一
九
九

一
九
九
七
年
一

（
長
野
県
短
期
火
学
多
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
Ｈ
本
語
日
本
文
化
専
攻
）

（
連
絡
先
〒
３
８
０
１
８
５
２
５
長
野
県
催
野
市
三
輪
８
１
４
９
１
７
）

（
平
成
２
５
年
１
０
月
１
日
受
付
、
平
成
２
５
年
１
１
月
１
９
日
受
理
）
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