
 

カ
プ
セ
ル
の
中
の

「
私
」
|
|
「
棒
様
」
論

序

「
棒
様
」

の
授
業
を
め
ぐ
る
一

つ
の
反
省

梶
井
基
次
郎
の
「
樽
様
」
ほ
ど
教
え
辛
い
教
材
も
ま
た
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
実
感
で
あ
る
。
学
習
者
の
方
も
何

が
描
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
つ
よ
う
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
棒
様

一
個
の
出
会
い
に
よ
っ
て
〈
幸
福
〉
に
な
っ
た
り
〈
有
頂
天
〉
に
な
っ
た
り
す
る
主
人
公
の
心
理
に
反
発
を
覚
え
、
さ

ら
に
棒
様
H
爆
弾
と
見
立
て
て
興
奮
す
る
主
人
公
に
嫌
悪
感
さ
え
抱
い
た
り
す
る
。
「
梓
様
」
の
主
人
公
が
示
す
自
問

性
の
中
に
現
実
逃
避
を
〈
発
見
〉
し
、
と
て
も
危
な
い
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
あ
ら
わ
な
不
快
感
を
し
め
す
の
で
あ
る
。

下
手
を
す
れ
ば
、
「
樟
様
」
は
、
こ
ん
な
ネ
ク
ラ
な
ア
プ
ナ
イ
ヒ
ト
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
っ
た
変

に
道
徳
的
な
お
話
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
さ
え
あ
る
。
ネ
ク
ラ
人
聞
が
軽
蔑
さ
れ
、
演
技
的
な
ネ
ア
カ
人
間
が
勝
利

す
る
御
時
世
が
そ
の
ま
ま
教
室
と
い
う
〈
空
間
〉
で
肯
定
さ
れ
、
「
棒
様
」
は
、
学
習
者
の
状
況
と
一
度
も
ク
ロ
ス
す

る
こ
と
な
く
、
た
だ
消
費
さ
れ
る
〈
モ
ノ
〉
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
が
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

に
「
蝕
ま
れ
て
」
生
き
る
空
間
H

〈
場
所
〉
を
喪
失
し
、
「
街
か
ら
街
を
浮
浪
」
、
浮
遊
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
う
し
た
〈
空
虚
な
主
体
〉
で
あ
る
主
人
公
は
、
「
錯
覚
」
の
方
法
を
用
い
る
こ
と
で
自
分
の
生
き
ら
れ
る
空
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間
日
〈
場
所
V

を
必
死
に
な
っ
て
紡
ぎ
だ
す
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
痛
切
な
認
識
な
ど
は
ど
こ
か
に
消
え
て
行
っ

て
し
ま
う
の
だ
。

一
体
、
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
い
う
居
場
所
、
通
路
が
閉
ざ
さ
れ
、
浮
遊
(
ネ
ア
カ
)
す
る
か
、
自

閉
(
ネ
ク
ラ
}
す
る
か
が
唯
一
の
自
由
で
あ
る
よ
う
な
状
況
に
学
習
者
も
ま
た
立
た
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
ネ
ク

ラ
人
聞
を
〈
パ
カ
な
奴
〉
と
し
て
排
除
す
る
ネ
ア
カ
人
間
乙
そ
、
自
己
の
主
体
を
消
す
こ
と
で
全
体
に
同
化
す
る
と
い

う
演
技
的
・
ピ
エ
ロ
的
〈
生
〉
を
選
択
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ろ
の
空
虚
感
は
深
い
は
ず
だ
。
い
や
、
ネ
ク
ラ

も
ネ
ア
カ
も
〈
主
体
の
空
虚
〉
と
い
う
同
根
か
ら
発
生
し
た
二
つ
の
現
象
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
「
棒

様
」
の
主
人
公
の
抱
え
た
問
題
は
、
何
か
遠
い
過
去
の
〈
出
来
事
〉
で
は
な
く
、
ま
さ
に
今
、
わ
れ
わ
れ
に
降
り
か
か

っ
て
い
る
問
題
で
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
「
樟
様
」
と
い
う
教
材
は
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
教
室
と
い
う
〈
空
間
〉
で
取

り
扱
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
第
一
の
理
由
は
、
「
棒
様
」
と
い
う
小
説
の
〈
諮
り
〉
の
構
造

そ
の
も
の
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
樽
様
」
は
、
語
り
手
〈
私
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
主
人
公
「
私
」
の
あ
る
一
日
の
行
動
記
録
で
あ
る
。
し
か
し
、

〈
私
〉
は
、
「
私
」
の
行
動
を
無
批
判
的
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
〈
私
〉
は
、
あ
の
棒
様
一
個
の
出
会
い
に
よ
っ

て
〈
幸
福
V

に
な
っ
た
り
〈
有
頂
天
〉
に
な
っ
た
り
す
る
「
私
」
、
さ
ら
に
梓
様
H
爆
弾
と
見
立
て
る
こ
と
で
変
に
興

奮
す
る
「
私
」
を
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
「
蝕
ま
れ
て
い
」
た
「
あ
の
頃
」
の
「
不
可
思
議
」
な

「
私
」
の
出
来
事
と
し
て
か
な
り
冷
静
に
余
裕
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
〈
語
り
〉
の
構
造
が
押
え

ら
れ
ず
、
い
た
ず
ら
に
〈
私
〉

H

「
私
」
と
し
て
読
ま
れ
、
語
ら
れ
た
主
人
公
「
私
」
へ
の
嫌
悪
感
、
不
快
感
を
そ
の

ま
ま
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
第
二
と
し
て
、
小
説
を
読
む
読
み
手
の
制
度
的
な
思
考
の
枠
組
、
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す
な
わ
ち
主
人
公
日
作
者
と
い
う
私
小
説
的
〈
読
み
〉
の
慣
習
が
主
人
公
「
私
」
が
背
負
っ
て
い
る
深
刻
な
〈
ド
ラ

マ
〉
を
作
者
の
レ
ベ
ル
H

〈
実
生
活
〉
に
還
元
す
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
棒
様
一
個
の
出
会
い
に
よ
っ
て
〈
幸
福
〉

に
な
っ
た
り
〈
有
頂
天
〉
に
な
っ
た
り
す
る
「
私
」
、
棒
様
H
爆
弾
と
見
立
て
る
こ
と
で
変
に
興
奮
し
た
り
す
る
「
私
」

を
〈
パ
カ
な
奴
〉
〈
不
幸
な
奴
〉
と
し
、
そ
の
ほ
ん
と
う
の
悲
劇
性
を
見
失
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

1 

「
梓
橡
」

の
〈
語
り
〉
と
歴
史
性

梶
井
基
次
郎
の
「
棒
様
」
{
『
青
空
』
創
刊
号
、
お
・

l
、
後
、
創
作
集
『
棒
様
」
泊
・

5

武
蔵
野
書
院
所
収
}
は
、
「
え
た
い

の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
よ
っ
て
「
心
」
を
「
始
終
圧
え
つ
け
ら
れ
」
、
「
街
か
ら
街
を
浮
浪
し
続
け
て
い
た
」
「
頃
」

の
「
私
」
の
「
不
可
思
議
」
な
〈
日
常
〉
の
ひ
と
こ
ま
を
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
が
語
る
と
い
う
手
記
風
の
小
説
で
あ

る
。
過
去
の
「
私
」
を
現
在
す
な
わ
ち
こ
の
小
説
の
執
筆
時
点
で
の
〈
私
〉
が
回
想
し
て
語
っ
て
い
る
以
上
、
「
え
た

い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
攻
め
た
て
ら
れ
て
い
る
「
あ
の
頃
」
の
主
人
公
「
私
」
と
、
そ
の
「
私
」
の
あ
る
一
日

の
出
来
事
を
語
る
語
り
手
〈
私
V

と
は
は
っ
き
り
区
別
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
「
学
生
」
で
あ
る
主
人
公
「
私
」
と

生
身
の
梶
井
基
次
郎
と
は
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
。
「
私
」
の
生
き
た
「
そ
の
頃
」
「
あ
の
頃
」
と
は
、
京
都
の
「
学
生
」

時
代
を
さ
す
が
、
「
活
動
写
真
」
、
あ
る
い
は
画
家
「
ア
ン
グ
ル
」
の
画
本
が
丸
善
の
庖
頭
に
な
ら
ぶ
と
い
う
事
柄
か
ら

お
お
よ
そ
一
九
一
二
年
前
後
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
は
、
梶
井
基
次
郎
に
と
っ
て
の
〈
三
高
時
代
〉
で
、
彼
は
デ

カ
ダ
ン
ス
生
活
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
だ
か
ら
主
人
公
「
私
」
と
梶
井
基
次
郎
と
は
か
な
り
の
点
で
重
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
私
」
と
、
後
に
狂
的
時
代
と
み
ず
か
ら
い
う
デ
カ
ダ
ン
ス
生
活
を
繰
り
返
し
て
い
た
生
身
の
梶
井
基
次
郎

と
を
等
身
大
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
私
」
は
、
生
身
の
梶
井
基
次
郎
と
は
一
応
区
別
さ
れ
た
、
〈
私
〉
に
よ
っ
て
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語
ら
れ
る
「
私
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
私
」
は
〈
私
〉
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
私
」

と
し
て
語
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
ま
ず
、
「
棒
様
」
の
冒
頭
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

210 

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
え
つ
け
て
い
た
。
焦
燥
と
云
お
う
か
、
嫌
悪
と
云
お
う
か

ー

l
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿
酔
が
あ
る
よ
う
に
、
酒
を
毎
日
飲
ん
で
い
る
と
宿
酔
に
相
当
し
た
時
期
が
や
っ
て
来

る
。
そ
れ
が
来
た
の
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
い
け
な
か
っ
た
。
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い

の
で
は
な
い
。
ま
た
脊
を
焼
く
よ
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
不
吉
な
塊
だ
。

以
前
私
を
喜
ば
せ
た
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
、
ど
ん
な
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
っ
た
。
蓄
音
器

を
聴
か
せ
て
貰
い
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
げ
て
行
っ
て
も
、
最
初
の
二
三
小
節
で
不
意
に
立
ち
上
が
っ
て
し
ま
い
た
く

な
る
。
何
か
が
私
を
居
堪
ら
ず
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
で
始
終
私
は
街
か
ら
街
を
浮
浪
し
続
け
て
い
た
。
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た
し
か
に
、
「
棒
様
」
の
主
人
公
「
私
」
は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
活
を
繰
り
返
し
、
「
肺
尖
カ
タ
ル
」
「
神
経
衰
弱
」

「
借
金
」
な
ど
で
苦
し
ん
で
い
た
〈
梶
井
基
次
郎
〉
を
連
想
さ
せ
る
面
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
と
で
は
、
「
肺
尖

カ
タ
ル
」
「
神
経
衰
弱
」
「
借
金
」
な
ど
が
「
い
け
な
い
の
で
は
な
」
〈
、
わ
ざ
わ
ざ
「
い
げ
な
い
の
は
そ
の
不
吉
な
塊

だ
」
と
と
と
わ
り
、
〈
「
私
」
の
中
の
「
不
吉
な
塊
」
〉
に
悩
む
青
年
と
し
て
登
場
し
て
き
で
い
る
。

「
棒
様
」
に
お
け
る
衝
撃
的
な
〈
事
件
〉
と
は
、
ま
ず
、
自
己
の
内
面
を
「
蝕
」
み
、
空
虚
化
す
る
モ
ノ
を
生
理
的
、

身
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
「
塊
」
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
病
め
る
こ
こ
ろ
の
状
態
を
つ
く
り
だ
す
モ

ノ
を
、
〈
私
〉
は
不
安
感
と
か
い
っ
た
心
理
的
な
乙
と
ば
で
置
換
し
て
い
な
い
。
い
や
、
置
換
で
き
な
い
状
況
に
立
た

さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
正
確
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
「
塊
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
心
身
に
と
っ
て
知
覚
で
き
る
モ

ノ
と
し
て
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
簡
単
に
除
去
で
き
る
よ
う
な
モ
ノ
で
も
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
た
だ
、
そ
の

モ
ノ
を
〈
私
〉
は
出
来
合
い
の
心
理
分
析
言
語
で
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
何
か
に
よ
っ
て
「
私
」
の
心
は

確
実
に
「
蝕
ま
れ
て
い
」
る
の
だ
が
、
〈
私
〉
は
、
そ
の
「
私
」
の
心
の
調
和
を
乱
す
モ
ノ
を
ま
だ
「
塊
」
と
し
て
し

か
〈
表
現
〉

H
認
識
で
き
な
い
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
モ
ノ
日
「
塊
」
は
「
私
」
に
「
焦
燥
」
「
嫌
悪
」
を
も
た
ら

し
、
た
え
ず
「
居
堪
ら
ず
さ
せ
」
「
追
い
た
て
る
」
モ
ノ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
因
た
る
〈
モ
ノ
〉
が
「
何
か
」

か
は
「
塊
」
以
上
に
は
言
葉
化
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
〈
モ
ノ
〉

H

「
塊
」
は
、
〈
え
た
い
の
知
れ
な

い
〉
〈
不
吉
〉
な
モ
ノ
と
し
て
「
私
の
心
を
始
終
圧
え
つ
げ
て
」
「
私
」
の
存
在
を
脅
か
し
、
脱
出
の
契
機
を
つ
か
む
こ

と
も
で
き
ず
、
「
街
か
ら
街
を
浮
浪
」
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

主
人
公
が
生
き
た
一
九
一
二
年
前
後
、
知
識
人
は
、
そ
れ
ま
で
の
安
定
し
た
心
と
い
う
領
域
を
崩
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

国
家
の
内
部
に
新
た
な
価
値
観
が
発
生
、
浮
上
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
臣
民
と
し
て
の
知
識
人
は
、
文
明
開

化
、
富
国
強
兵
た
る
国
家
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
証
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
国
家
の
内

部
に
新
し
い
否
定
す
る
ζ

と
の
で
き
な
い
勢
力
、
す
な
わ
ち
民
衆
、
労
働
者
が
発
生
し
、
固
有
の
国
家
、
文
化
を
主
張

し
始
め
て
き
た
時
、
彼
ら
は
ど
ち
ら
を
指
示
、
選
択
す
る
か
と
い
う
難
問
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
知
識
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
根
底
か
ら
脅
か
す
も
の
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
だ
。
有
島
武
郎
は
、
「
宣
言
一
つ
」
(
一
九

二
二
年
)
を
書
き
、
新
興
勢
力
に
加
担
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
を
無
力
感
を
も
っ
て
語
っ
た
。
芥
川
龍
之
介
は
、

一
九
二
七
年
に
自
殺
す
る
が
、
未
来
へ
の
「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
」
を
語
っ
て
い
た
。
国
家
の
内
部
に
進
行
し
た

〈
価
値
観
〉
の
分
裂
は
、
将
来
の
知
識
人
た
る
学
生
に
も
大
き
な
力
で
働
き
、
彼
ら
の
存
在
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
っ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
。
安
定
し
た
世
界
は
崩
れ
、
ど
ち
ら
を
、
何
を
選
択
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
学
生
は
そ
の
存
在
を
脅
か

さ
れ
て
い
た
。
社
会
の
価
値
観
の
分
裂
は
、
〈
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
モ
ノ
〉
と
し
て
学
生
に
迫
っ
て
い
た
の
で
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あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
埼
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
パ
ワ
ー
と
し
て
学
生
の
「
心
を
始
終
圧
え
つ
け
て
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
そ
ん
な
モ
ノ
は
学
生
に
と
っ
て
「
嫌
悪
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
い
な

く
、
学
生
の
安
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
脅
か
し
、
「
焦
燥
」
感
を
駆
り
立
て
た
。
学
生
の
〈
心
と
い
う
領
域
〉

を
侵
犯
し
始
め
た
こ
の
恐
る
べ
き
パ
ワ
ー
は
、
何
が
「
善
」
で
、
何
が
「
美
」
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
く
な
る
心
の
混
沌

を
作
り
出
し
、
等
し
く
空
虚
感
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
心
へ
の
絶
対
的
な
信
仰
、
信
頼
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
る
の
も

ま
た
必
然
で
さ
え
あ
っ
た
。
「
梓
様
」
の
主
人
公
は
こ
う
し
た
時
代
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
棒
様
」
に
は
あ
ら
ゆ
る
〈
モ
ノ
〉
が
氾
濫
し
て
い
る
。
心
も
ま
た
一
つ
の
八
モ
ノ
V

H

「
塊
」
で
あ
っ
た
。
心
が
モ

ノ
化
さ
れ
て
眺
め
ら
れ
る
以
前
、
心
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
先
立
っ
て
先
験
的
、
あ
る
い
は
実
体
的
に
〈
あ
る
〉
も
の
と

し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
し
、
肉
体
と
分
離
さ
れ
た
上
位
の
も
の
と
し
て
自
明
化
さ
れ
て
き
た
。

A
聞
の
内
部
に
は
〈
心

と
い
う
領
域
〉
が
は
っ
き
り
あ
り
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
自
我
、
精
神
、
主
体
と
い
う
言
葉
で
垣
間
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ

が
、
「
棒
様
」
で
は
、
心
も
一
つ
の
「
塊
」
と
い
う
モ
ノ
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
知
識
人
に
と
っ
て
自
我
と

か
精
神
と
か
主
体
と
か
い
っ
た
絶
対
化
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
て
き
た
〈
心
と
い
う
領
域
〉
、
す
な
わ
ち
心
と
い
う
も
の

へ
の
近
代
的
観
念
、
発
想
の
枠
組
そ
の
モ
ノ
が
価
値
観
の
分
裂
に
よ
っ
て
「
蝕
ま
れ
て
」
き
て
い
た
。
心
は
絶
対
的
に

〈
あ
る
〉
モ
ノ
と
し
て
の
神
話
性
を
奪
わ
れ
、
異
物
H

「
塊
」
を
抱
え
る
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
」
な
〈
モ
ノ
〉

と
し
て
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
棒
様
」
の
語
り
手
〈
私
〉
の
関
心
は
、
と
の
肝
心
の
「
不
吉
な
塊
」
の
説
明
に
直
接
向
か
っ
て

は
い
か
な
い
。
せ
い
ぜ
い
、
主
人
公
を
し
て
「
焦
燥
」
感
、
「
嫌
悪
」
感
に
駆
り
立
て
る
モ
ノ
、
た
え
ず
何
か
し
ら
主

人
公
を
「
街
か
ら
街
」
へ
と
追
い
立
て
る
モ
ノ
と
い
う
形
で
し
か
語
ろ
う
と
せ
ず
、
語
り
手
〈
私
v

の
関
心
は
、
そ
の

モ
ノ
H

「
塊
」
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
た
主
人
公
の
あ
る
一
日
の
状
況
を
語
る
こ
と
に
の
み
向
か
っ
て
行
く
。
つ
ま
り
、
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「
不
吉
な
塊
」
に
対
す
る
「
私
」
の
対
症
療
法
の
み
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
主
人
公
「
私
」
も
、
そ
の
主
人
公

を
語
る
語
り
手
〈
私
〉
も
、
も
と
も
と
そ
う
い
う
〈
日
常
〉
を
強
い
る
根
拠
、
原
因
た
る
「
不
吉
な
塊
」
自
体
を
聞
い

か
げ
る
姿
勢
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
好
行
雄
は
、
「
青
春
の
虚
像
|
|
「
棒
様
」
梶
井
基
次
郎
」
{
一
一
一
好
行
雄
著
作
集
第
五
巻
「
作
品
論
の

試
み
』
幻
・

2
、
筑
摩
書
房
)
の
中
で
、
「
放
蕩
無
頼
な
生
活
の
風
景
が
、
「
棒
様
」
で
は
消
え
る
」
点
、
す
な
わ
ち
、
「
肺

尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
や
〈
脊
を
焼
く
や
う
な
借
金
〉
な
ど
の
お
も
さ
が
消
え
て
、
〈
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
〉

の
お
も
さ
だ
け
が
残
る
」
と
い
う
「
棒
様
」
に
お
げ
る
「
不
吉
な
塊
の
実
体
感
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ま
で
の
「
棒
様
」
論
で
は
、
心
の
あ
る
状
況
が
「
塊
」

H

〈モ

ノ
〉
化
さ
れ
て
表
出
さ
れ
た
と
い
う
意
味
性
や
、
諮
り
手
〈
私
〉
が
「
私
」
の
一
日
の
行
動
H
体
験
を
し
き
り
と
「
不

可
思
議
」
「
不
思
議
」
「
馬
鹿
げ
た
こ
と
」
と
批
評
し
て
い
る
点
が
看
過
さ
れ
、
語
り
手
〈
私
〉
の
語
っ
た
あ
る
一
日
の

「
私
」
の
「
不
可
思
議
」
な
〈
行
動
〉
|
|
棒
様
と
の
出
会
い
か
ら
棒
様
爆
弾
に
よ
る
丸
善
爆
破
の
話
ー
ー
ー
か
ら
の
み

〈
「
不
吉
な
塊
」
と
は
何
か
〉
が
聞
い
な
お
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

「
不
吉
な
塊
」
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
の
主
線
の
一
つ
は
、
肺
病
、
神
経
衰
弱
、
借
金
、
深
酒
と
い
う
と
と
を
根

拠
に
し
た
青
春
の
生
あ
る
い
は
死
を
め
ぐ
る
〈
不
安
感
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
「
私
」
は
、
「
不
吉
な

塊
」
と
は
、
「
私
」
の
〈
肺
病
〉
〈
神
経
衰
弱
〉
〈
借
金
〉
と
か
の
実
体
的
な
も
の
へ
還
元
さ
れ
な
い
あ
る
何
か
だ
と
て

い
ね
い
に
こ
と
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
う
し
た
解
釈
が
生
ま
れ
て
き
た
の
は
、
作
者
の
実
体
的
な
モ

ノ
に
還
元
し
な
け
れ
ば
安
心
で
き
な
い
と
い
う
私
小
説
的
読
み
の
伝
統
に
読
み
手
が
深
く
呪
縛
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
今
一
つ
は
、
「
み
す
ぼ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
に
ひ
か
れ
、
丸
善
H

〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
、
高
貴
な
文
化
の
象

徴
〉
を
嫌
悪
す
る
「
私
」
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
め
ぐ
る
葛
藤
、
対
立
、
不
安
か
ら
「
不
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士
ロ
な
塊
」
を
説
明
す
る
線
で
あ
る
。
前
者
の
解
釈
に
立
つ
時
、
「
棒
様
」
は
〈
生
の
不
安
v

を
象
徴
す
る
最
高
の
テ
ク

《
注
:
》

ス
ト
と
な
ろ
う
。
「
棒
様
」
が
高
校
教
材
か
ら
取
り
除
か
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
も
ま
た
と
と
に
あ
っ
た
。
後
者
の

解
釈
に
立
つ
時
、
棒
様
と
の
出
会
い
か
ら
棒
様
爆
弾
に
よ
る
丸
善
爆
破
の
企
て
と
い
う
「
私
」
の
あ
る
一
日
の
行
動
は
、

憂
欝
な
る
「
不
吉
な
塊
」
か
ら
の
脱
出
と
し
て
一
応
説
明
が
つ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
、
「
私
」
の

き
わ
め
て
偶
然
的
な
観
念
上
の
企
て
で
し
か
な
く
、
丸
善
爆
破
H
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
へ
の
抵
抗
と
す
る
に
は
無
理
が
あ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
こ
こ
で
は
、
観
念
上
の
〈
企
て
〉
と
い
う
「
私
」
の
行
為
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
「
不
吉
な
塊
」

と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
め
ぐ
る
葛
藤
、
対
立
、
不
安
な
ど
で
は
説
明
不
能
な
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
え
た
不
可
視
な

あ
る
何
〈
モ
ノ
〉
か
だ
っ
た
。
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2 

「
不
吉
な
塊
」
か
ら
の
遁
走

1
!〈
も
う
一
つ
の
「
私
」
〉

-̂
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「
私
」
の
〈
心
と
い
う
領
域
〉
に
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が
侵
入
し
て
き
た
結
果
、
「
私
」
は
何
を
し
て

も
も
は
や
「
幸
福
な
感
情
」
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
何
か
が
「
私
」
を
「
圧
え
つ
け
」
、
「
追
い
た
て
」
て

「
居
堪
ら
ず
」
さ
せ
、
「
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
っ
た
」
た
め
で
あ
る
。
「
私
」
は
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
、
学
生
の
「
私
」
が
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
と
実
感
で
き
た
の
は
、
「
音
楽
」
で
あ
り
、

「
詩
」
で
あ
り
、
「
画
本
」
で
あ
り
、
は
た
ま
た
そ
れ
ら
が
集
積
し
て
い
る
丸
善
と
い
う
空
間
H
場
所
で
あ
っ
た
。
「
私
」

は
、
素
直
に
、
「
私
」
が
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
こ
と
が
で
き
た
丸
善
と
い
う
〈
場
所
〉
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
語
っ
て
い

ヲ

Q

。
生
活
が
ま
だ
蝕
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
以
前
私
の
好
き
で
あ
っ
た
所
は
、
例
え
ば
丸
善
で
あ
っ
た
。
赤
や
黄
の
オ

1
ド
コ
ロ
ン
や
オ
l
ド
キ
ニ
ン
。
酒
落
た
切
子
細
工
や
典
雅
な
ロ
コ
コ
趣
味
の
浮
模
様
を
持
っ
た
税
拍
色
や
努
翠

色
の
香
水
場
。
煙
管
、
小
万
、
石
鹸
、
煙
草
。
私
は
そ
ん
な
も
の
を
見
る
の
に
小
一
時
間
も
費
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
結
局
一
等
い
い
鉛
筆
を
一
本
買
う
位
の
賛
沢
を
す
る
の
だ
っ
た
。
然
し
此
処
も
も
う
そ
の
頃
の
私
に
と
っ

て
は
重
く
る
し
い
場
所
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
書
籍
、
学
生
、
勘
定
台
、
こ
れ
ら
は
み
な
借
金
取
の
亡
霊
の
よ
う
に

私
に
は
見
え
る
の
だ
っ
た
。

「
不
吉
な
塊
」
に
「
蝕
ま
れ
」
た
「
私
」
に
と
っ
て
、
も
は
や
丸
善
は
「
私
」
が
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
こ
と
が
で
き
る

場
所
H
空
間
で
は
な
く
、
「
重
く
る
し
い
場
所
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
「
私
」
は
、
「
音
楽
」
「
詩
」
「
画
本
」

や
舶
来
品
の
集
積
す
る
丸
善
と
い
う
場
所
H
空
間
の
住
人
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
近
代
の
進
ん
だ
薫
り
を
感
受
し
、

「
あ
ま
り
に
尋
常
な
周
囲
」

H

〈
世
俗
の
空
間
〉
と
の
違
和
感
、
つ
ま
り
「
あ
の
変
に
そ
ぐ
わ
な
い
気
持
」
を
楽
し
ん

で
い
た
。
し
か
し
、
「
不
吉
な
塊
」
は
、
そ
ん
な
「
私
」
が
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
こ
と
の
で
き
る
場
所
日
空
間
を
奪
い
、

感
性
そ
の
も
の
を
も
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
私
」
を
「
喜
ば
せ
た
ど
ん
な
美
し
い
音
楽
も
、
ど
ん
な

美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
事
態
は
こ
の
「
私
」
の
感
性
の
変
質
を
暗
示
し
て
い
る
。

「
私
」
の
生
き
る
場
所
H
空
間
を
奪
い
、
感
性
を
も
変
質
さ
せ
て
し
ま
っ
た
〈
モ
ノ
〉
、
そ
れ
が
「
不
吉
な
塊
」
と
い
う

モ
ノ
で
あ
っ
た
。

き
て
、
い
わ
ゆ
る
丸
善
的
な
〈
モ
ノ
〉
に
「
の
し
か
か
っ
て
ゆ
か
な
」
く
な
っ
た
「
私
」
の
〈
変
質
〉
し
た
感
性
は
、

そ
れ
で
は
ど
ん
な
〈
モ
ノ
〉
に
「
の
し
か
か
っ
て
」
い
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
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何
故
だ
か
そ
の
頃
私
は
見
す
ぽ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
に
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
風
景
に

し
て
も
壊
れ
か
か
っ
た
街
だ
と
か
、
そ
の
街
に
し
て
も
他
所
他
所
し
い
表
通
り
よ
り
も
ど
こ
か
親
し
み
の
あ
る
、

汚
い
洗
濯
物
が
干
し
で
あ
っ
た
り
が
ら
く
た
が
転
し
で
あ
っ
た
り
む
さ
く
る
し
い
部
屋
が
覗
い
て
い
た
り
す
る
裏

通
り
が
好
き
で
あ
っ
た
。
雨
や
風
が
蝕
ん
で
や
が
て
土
に
帰
っ
て
し
ま
う
、
と
云
っ
た
よ
う
な
趣
き
の
あ
る
街
で
、

土
塀
が
崩
れ
て
い
た
り
家
並
が
傾
き
か
か
っ
て
い
た
り
|
|
勢
い
の
い
い
の
は
植
物
だ
け
で
、
時
と
す
る
と
吃
驚

さ
せ
る
よ
う
な
向
日
葵
が
あ
っ
た
り
カ
ン
ナ
が
咲
い
て
い
た
り
す
る
。
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時
ど
き
私
は
そ
ん
な
路
を
歩
き
な
が
ら
、
不
図
、
其
処
が
京
都
で
は
な
く
て
京
都
か
ら
何
百
里
も
離
れ
た
仙
台

と
か
長
崎
と
か
1
1ー
そ
の
よ
う
な
市
へ
今
自
分
が
来
て
い
る
の
だ
!
l
aと
い
う
錯
覚
を
起
そ
う
と
努
め
る
。
私
は
、

出
来
る
こ
と
な
ら
京
都
か
ら
逃
出
し
て
誰
一
人
知
ら
な
い
よ
う
な
市
へ
行
っ
て
し
ま
い
た
か
っ
た
。
第
一
に
安
静
。

が
ら
ん
と
し
た
旅
館
の
一
室
。
清
油
開
な
蒲
団
。
匂
い
の
い
い
蚊
帳
と
糊
の
ょ
く
さ
い
た
浴
衣
。
其
処
で
一
月
程
何

も
思
わ
ず
横
に
な
り
た
い
。
希
わ
く
は
此
処
が
何
時
の
間
に
か
そ
の
市
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
ら
。
ー
ー
錯
覚

が
よ
う
や
く
成
功
し
は
じ
め
る
と
私
は
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
想
像
の
絵
具
を
塗
り
つ
け
て
ゆ
く
。
何
の
こ
と
は
な

い
、
私
の
錯
覚
と
壊
れ
か
か
っ
た
街
と
の
二
重
写
し
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
そ
の
中
に
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う

の
を
楽
し
ん
だ
。

III出口のない通路に仲む男たちの群像

「
私
」
の
感
性
は
、
「
美
し
い
音
楽
」
「
美
し
い
詩
」
の
世
界
か
ら
離
れ
て
「
見
す
ぽ
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
の
世
界

に
「
強
く
ひ
き
つ
け
ら
れ
」
、
そ
と
で
、
「
喜
」
ぶ
こ
と
に
な
る
。
「
壊
れ
か
か
っ
た
街
」
「
裏
通
勺
」
に
親
近
感
を
覚
え
、

野
性
的
な
「
向
日
葵
」
「
カ
ン
ナ
」
な
ど
に
「
喜
」
ぴ
を
見
い
出
し
て
い
く
。

す
で
に
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
美
の
世
界
に
辛
抱
で
き
な
く
な
っ
た
主
人
公
は
「
錯
覚
」
の
力
、
す
な
わ

ち
想
像
力
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
の
〈
非
現
実
の
世
界
〉
を
産
出
し
よ
う
と
し
て
努
力
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ど
ん
ど
ん

「
想
像
の
絵
具
を
塗
り
つ
げ
て
ゆ
く
」
こ
と
で
、
そ
の
架
空
の
世
界
に
入
る
こ
と
で
「
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
こ
と

を
楽
し
ん
だ
」
の
で
あ
る
。
「
落
晩
れ
た
」
「
無
気
力
」
な
主
人
公
の
「
触
角
に
寧
ろ
娼
ぴ
て
来
る
」
「
見
す
ぽ
ら
し
く

て
美
し
い
も
の
」
を
探
す
こ
と
で
「
幸
福
」
を
得
ょ
う
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
「
錯
覚
」
ゲ
l
ム
を
「
楽
し
ん
」
で
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
主
人
公
の
日
常
で
あ
っ
た
。

「
私
」
は
、
自
分
の
今
の
感
性
に
フ
ィ
ッ
ト
す
る
モ
ノ
を
求
め
、
ま
た
「
錯
覚
」
日
想
像
力
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
必

死
に
な
っ
て
「
私
」
が
「
私
」
で
〈
あ
る
〉
た
め
の
新
し
い
関
係
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
今
の
「
私
」
に
見
合

っ
た
場
所
H
関
係
の
一
つ
が
、
西
洋
的
な
「
美
し
い
音
楽
」
や
「
美
し
い
詩
」
と
は
異
質
な
〈
美
〉

H

「
見
す
ぽ
ら
し

く
て
美
し
い
も
の
」

H
路
地
裏
の
美
の
世
界
で
あ
っ
た
。
「
花
火
」
と
か
「
お
は
じ
き
」
と
か
が
好
き
に
な
っ
た
り
し

た
が
、
こ
れ
と
て
、
か
の
丸
善
の
空
間
に
象
徴
さ
れ
る
高
価
で
、
き
ら
び
や
か
な
〈
美
〉
の
世
界
と
は
異
質
な
「
二
銭

や
三
銭
の
も
の
ー
ー
と
云
っ
て
賛
沢
な
も
の
。
美
し
い
も
の
ー
ー
と
云
っ
て
無
気
力
な
私
の
触
角
に
寧
ろ
娼
ぴ
て
来
る

も
の
1
1
1そ
う
云
っ
た
も
の
が
自
然
私
を
慰
め
」
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
裏
通
り
」
、
路
地
の
世
界

は
、
丸
善
と
異
質
な
世
界
で
あ
り
、
異
質
な
〈
モ
ノ
〉
が
溢
れ
て
い
た
。
「
私
」
の
「
街
か
ら
街
」
へ
の
「
浮
浪
」
は
、

そ
う
い
う
〈
モ
ノ
〉
、
風
景
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
発
見
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
現
実
の
私
自
身
を
見
失
う
の
を
楽
し
」
む
と
は
、
「
私
」
が
〈
も
う
一
つ
の
私
〉
に
な
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
願
望
は
、
脱
出
と
も
少
し
違
っ
て
い
る
。
脱
出
と
は
〈
よ
り
発
展
し
た
「
私
」
〉
に
な
る
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
ふ
く
ま
れ
る
。
「
棒
様
」
の
「
私
」
が
め
ざ
し
た
の
は
、
ま
っ
た
く
別
な
〈
も
う
一
つ
の
私
〉
に
な
る
こ
と

6カプセルの中の「私J一一「神様」論217 



で
あ
っ
た
。
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3 

棒
様
と
の
出
会
い
|
|
「
心
と
い
う
奴
」

の
「
不
可
思
議
」
さ

山出口のない通路に作む男たちの群像

あ
る
日
、
「
私
」
は
い
つ
も
の
よ
う
に
裏
町
を
俳
佃
し
、
駄
菓
子
屋
、
乾
物
屋
を
眺
め
な
が
ら
果
物
屋
で
「
足
を
留

め
」
、
そ
の
庖
に
は
珍
し
い
樟
様
一
つ
を
買
っ
た
。
か
つ
て
、
「
私
」
は
丸
善
で
「
一
等
い
い
鉛
筆
を
一
本
買
う
」
「
賀

沢
」
を
し
た
の
だ
が
、
今
、
裏
街
で
ち
ょ
う
ど
同
じ
一
つ
の
「
賛
沢
」
を
し
た
の
だ
っ
た
。
も
と
も
と
「
私
」
は
、
棒

様
の
「
単
純
な
色
」
「
丈
の
詰
っ
た
紡
錘
形
の
恰
好
」
が
好
き
で
あ
っ
た
。
「
棒
様
」
で
は
、
こ
の
樟
様
と
の
出
会
い
を

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

結
局
私
は
そ
れ
を
一
つ
だ
け
買
う
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
私
は
何
処
へ
ど
う
歩
い
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
長

い
間
街
を
歩
い
て
い
た
。
始
終
私
の
心
を
圧
え
つ
け
て
い
た
不
吉
な
塊
が
そ
れ
を
握
っ
た
瞬
間
か
ら
い
く
ら
か
弛

ん
で
来
た
と
み
え
て
、
私
は
街
の
上
で
非
常
に
幸
福
で
あ
っ
た
。
あ
ん
な
に
執
助
か
っ
た
憂
欝
が
、
そ
ん
な
も
の

の
一
頼
で
紛
ら
さ
れ
る
|
よ
噴
い
は
不
審
な
こ
と
が
、
逆
説
的
に
本
当
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
心
と
い
う
奴

は
何
と
い
う
不
可
思
議
な
奴
だ
ろ
う
。

語
り
手
〈
私
〉
は
、
熱
っ
ぽ
く
「
私
」
と
一
つ
の
棒
様
と
い
う
モ
ノ
と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
語
り
、
さ
ら
に
、
そ

の
〈
梓
様
v

一
個
で
か
の
「
不
吉
な
塊
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
何
と
も
い
え
な
い
「
幸
福
」
感
な
り
、
「
昂
奮
」
状
態
を

体
験
し
て
い
る
「
私
」
を
語
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
幸
福
」
感
は
、
棒
様
の
「
単
純
な
冷
覚
や
触
覚

や
嘆
覚
や
視
覚
が
、
ず
っ
と
昔
か
ら
こ
れ
ば
か
り
探
し
て
い
た
の
だ
と
云
い
た
く
な
っ
た
程
私
に
し
っ
く
り
し
た
」
か

ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
梓
様
一
個
で
「
不
吉
な
塊
」
が
ゆ
る
み
、
「
執
劫
な
憂
欝
が
」
「
紛
ら
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と

は
「
不
審
な
こ
と
」
で
あ
り
、
「
不
可
思
議
」
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
私
」
に
と
っ
て
こ
の
「
不
審
な
こ
と
」

が
「
本
当
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
い
た
も
の
で
、
疑
い
も
な
く
こ
の
重
さ
は
総
て
の
善
い
も
の
総
て

の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
き
た
重
き
で
あ
る
と
か
、
思
い
あ
が
っ
た
諮
誇
心
か
ら
そ
ん
な
馬
廃
け
た
こ

と
を
考
え
て
見
た
り
|
I
何
が
き
て
私
は
幸
福
だ
っ
た
の
だ
。

6カプセルの中の「私」一一「棒様」論

「
私
」
は
棒
様
一
つ
で
、
「
執
助
か
っ
た
憂
穆
」
が
「
紛
ら
さ
れ
」
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
樽
様
は
、
「
私
」
の
〈
心

と
い
う
領
域
〉

H

「
身
内
」
に
「
元
気
」
を
復
活
さ
せ
、
さ
ら
に
、
「
私
」
自
身
を
「
美
的
装
束
を
し
て
街
を
閥
歩
し

た
詩
人
」
に
変
身
さ
せ
て
く
れ
る
モ
ノ
で
も
あ
っ
た
。
樟
様
は
、
「
不
吉
な
塊
」
に
蝕
ま
れ
て
裏
街
を
「
浮
浪
」
す
る

貧
乏
な
学
生
で
あ
っ
た
「
私
」
を
ま
っ
た
く
新
し
い
〈
も
う
一
つ
の
「
私
」
〉
に
変
身
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
袴
様
の
〈
重
さ
〉
を
た
と
え
「
思
い
あ
が
っ
た
諮
抽
出
心
」
か
ら
に
せ
よ
、
こ
の
「
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋

ね
あ
ぐ
ん
で
い
た
も
の
で
、
疑
い
も
な
く
こ
の
重
さ
は
総
て
の
善
い
も
の
総
て
の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
き

た
重
き
で
あ
る
」
と
「
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
考
え
て
見
た
り
」
し
た
の
も
、
棒
様
と
い
う
モ
ノ
が
と
も
か
く
「
私
」
を

「
幸
福
」
に
し
た
と
い
う
動
か
し
が
た
い
〈
事
実
〉

H

「
心
と
い
う
奴
」
の
「
不
可
思
議
」
さ
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、
自
己
の
心
の
不
調
和
を
生
成
す
る
〈
モ
ノ
〉

H

「
塊
」
が
、
棒
様
一



個
で
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
奇
妙
な
体
験
乙
そ
、
「
棒
様
」
に
お
け
る
最
大
の
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

ど
ん
な
に
振
り
ほ
ど
こ
う
と
し
て
も
ま
と
わ
り
つ
い
て
振
り
払
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
つ
こ
い
心
の
「
憂
欝
」

H

「
塊
」
が
た
つ
た
棒
様
「
一
穎
で
紛
ら
さ
れ
」
、
「
浮
浪
」
す
る
「
私
」
が
「
美
的
装
束
を
し
て
街
を
閥
歩
」
す
る
「
詩

人
」
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
語
り
手
〈
私
〉
は
、
「
心
と
い
う
奴
」
の
「
不
可
思
議
」
性

を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
心
の
「
不
可
思
議
」
さ
と
は
、
心
の
「
塊
」
と
い
う
モ
ノ
と
梓
様
と
い
う
モ
ノ
が
交

換
さ
れ
た
と
い
う
ま
さ
に
心
の
〈
軽
さ
〉
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
心
の
〈
軽
さ
V

の
問
題
は
、
例
え
ば
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
状
況
に
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
下
人
の
心
理
を
通

し
て
す
で
に
芥
川
龍
之
介
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
「
棒
様
」
で
は
、
状
況
な
ら
ぬ
禅
様
と
い
う
モ
ノ
に
よ
っ
て

交
換
さ
れ
て
し
ま
う
形
で
そ
の
〈
軽
さ
〉
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
体
、
人
間
の
〈
意
識
〉
〈
一
言
葉
〉
〈
思
想
〉
〈
観
念
v
、

す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
自
我
と
か
、
主
体
と
か
内
面
と
か
い
わ
れ
て
信
仰
さ
れ
て
き
た
人
間
の
心
b
い
う
神
話
が
崩
さ
れ

て
行
く
時
期
こ
そ
、
こ
の
時
代
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
、
心
が
階
級
的
、
歴
史
的
に
構
成
さ

れ
る
モ
ノ
で
し
か
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
心
と
い
う
モ
ノ
の
幻
想
性
が
剥
が
れ
て
く
る
歴
史
的
瞬
間
こ
そ
、
ま
さ

に
大
正
か
ら
昭
和
へ
の
転
換
期
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

心
の
〈
軽
さ
〉
の
問
題
は
、
自
己
が
自
己
で
〈
あ
る
〉
と
実
感
さ
れ
た
時
代
の
終
潟
、
す
な
わ
ち
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
危
機
の
時
代
を
諮
っ
て
い
る
。
「
棒
様
」
の
主
人
公
「
私
」
は
、
「
不
吉
な
塊
」
に
よ
っ
て
こ
の
自
己
が
自
己
で

〈
あ
る
〉
世
界
を
喪
失
し
た
人
間
と
し
て
登
場
し
て
き
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
「
棒
様
」
の
主
人
公
を
も
う
少
し
、
歴
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
上
に
お
い
て
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
ょ

。

ぷ
ノ

220 m出口のない通路に作む男たちの群像

こ
の
時
期
、
書
か
れ
て
い
る
作
品
は
葉
山
嘉
樹
の
「
淫
売
婦
」
、
川
端
康
成
の
「
伊
豆
の
踊
子
」
、
横
光
利
一
の
「
頭

な
ら
び
に
腹
」
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
新
し
い
作
家
た
ち
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。
「
淫
売
婦
」
、
「
伊
豆
の
踊

子
」
は
傾
向
の
違
う
作
家
の
作
品
で
あ
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
貧
困
へ
の
暖
か
い
眼
差
し
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

こ
に
は
、
心
の
〈
軽
さ
〉
へ
の
認
識
は
な
く
、
心
に
関
す
る
絶
対
的
な
信
仰
、
信
頼
は
少
し
の
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
も
な
い
。

「
頭
な
ら
び
に
腹
」
は
、
静
止
し
た
点
か
ら
動
く
も
の
を
捉
え
る
従
来
の
方
法
が
逆
転
し
、
何
よ
り
も
ス
ピ
ー
ド
化
す

る
都
市
へ
の
鋭
い
問
題
意
識
が
作
品
を
震
い
、
人
聞
を
描
く
の
に
も
は
や
〈
内
面
〉

H
心
理
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
断

念
さ
れ
、
〈
モ
ノ
〉
化
さ
れ
た
「
頭
」
「
腹
」
を
通
し
て
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
「
棒
様
」
は
、

「
頭
な
ら
び
に
腹
」
に
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
作
品
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
〈
内
面
〉
の
喪
失
、
生
き
る
空
間

H

〈
場
所
〉
の
喪
失
と
い
っ
た
深
刻
な
事
態
が
準
備
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
自
我
と
か
精
神
と
か
主
体
が
幻
想
で
し
か
な
い
と
一
般
的
に
意
識
さ
れ
、
近
代
的
観
念
、
発
想
の
枠
組

が
根
本
的
に
問
わ
れ
は
じ
め
る
の
は
最
近
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
「
梓
様
」
の
主
人
公
は
、
そ
う
し
た
問
い
か
け
が

一
般
化
す
る
は
る
か
以
前
に
そ
の
状
況
を
生
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

4 

も
う
一

つ
の
〈
現
実
〉
、

あ
る
い
は
作
家
生
誕
の
物
語
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晴
れ
や
か
な
詩
人
に
変
身
し
て
「
幸
福
」
感
に
浸
り
、
裏
街
か
ら
表
通
り
に
出
て
き
た
主
人
公
は
、
変
質
し
た
自
己

の
感
性
も
忘
れ
て
〈
丸
善
の
世
界
〉
に
「
易
や
す
と
入
れ
る
」
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
入
る
や
否
や
、
「
私
」

の
感
性
は
、
そ
こ
に
あ
る
〈
モ
ノ
〉
に
心
が
「
の
し
か
か
っ
て
は
ゆ
か
」
ず
、
た
ち
ま
ち
「
憂
欝
」
感
に
取
り
固
ま
れ

て
し
ま
う
。
も
は
や
ど
ん
な
画
本
、
画
集
の
美
に
も
感
性
は
な
び
い
て
い
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
私
」
は
、

そ
れ
ら
の
取
り
散
ら
さ
れ
た
本
を
「
手
当
り
次
第
に
積
み
あ
げ
、
ま
た
慌
し
く
潰
し
、
ま
た
慌
し
く
築
き
あ
げ
」
た
り
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し
た
。
そ
れ
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
「
奇
怪
な
幻
想
的
な
城
」
に
見
え
た
。
さ
ら
に
、
「
私
」
は
「
軽
く
跳
り
あ
が
る
心

を
制
し
な
が
ら
、
一
そ
の
城
壁
の
頂
き
に
恐
る
恐
る
棒
様
を
据
え
つ
げ
た
」

0

「
私
」
を
「
幸
福
」
に
し
「
元
気
」
づ
け
て

く
れ
た
「
お
守
り
」
日
棒
様
を
そ
の
〈
架
空
の
城
〉
の
「
頂
き
」
に
置
き
、
周
囲
と
の
違
和
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
っ
た
。
期
待
遇
り
、
そ
こ
だ
け
が
「
変
に
緊
張
し
て
い
る
」
〈
世
界
V

の
よ
う
に
見
え
た
。
幼
児
の
積
木
遊
び
に

似
た
遊
び
に
「
私
」
は
心
を
「
跳
」
ら
せ
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
「
想
像
の
絵
具
を
塗
り
つ
け
て
」
い
っ
た
。
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不
意
に
第
二
の
ア
イ
デ
ィ
ア
が
起
っ
た
。
そ
の
奇
妙
な
た
く
ら
み
は
寧
ろ
私
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
た
。

|
|
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
私
は
、
何
喰
わ
ぬ
顔
を
し
て
外
へ
出
る
。
ー
ー

私
は
変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
が
し
た
。
「
出
て
行
こ
う
か
な
あ
。
そ
う
だ
出
て
行
ζ

う
」
そ
し
て
私
は
す
た

す
た
出
て
行
っ
た
。

変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
が
街
の
上
の
私
を
微
笑
ま
せ
た
。
丸
善
の
棚
へ
黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕

掛
け
て
来
た
奇
怪
な
悪
漢
が
私
で
、
も
う
十
分
後
に
は
あ
の
丸
善
が
美
術
の
棚
を
中
心
と
し
て
大
爆
発
を
す
る
の

だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。
「
そ
う
し
た
ら
あ
の
気
詰
ま
り
な
丸
善
も
粉
薬
み
じ
ん
だ
ろ
う
」

そ
し
て
私
は
活
動
写
真
の
看
板
画
が
奇
体
な
赴
き
で
街
を
彩
っ
て
い
る
京
極
を
下
っ
て
行
っ
た
。
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何
の
こ
と
は
な
い
。
架
空
の
城
の
「
頂
き
」
に
置
い
た
棒
様
を
「
爆
弾
」
と
見
立
て
た
だ
げ
の
こ
と
で
あ
る
。
ヲ
」
の

時
、
「
私
」
は
、
「
美
的
装
束
を
し
て
街
を
閲
歩
し
た
詩
人
」
で
は
な
く
、
「
黄
金
色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
を
仕
掛
げ

て
来
た
奇
怪
な
悪
漢
」
に
変
身
し
て
い
る
。

丸
善
の
〈
現
実
〉
は
何
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
「
私
」
は
、
「
も
う
十
分
後
に
は
あ
の
丸
善
が
美
術
の
棚
を

中
心
と
し
て
大
爆
発
を
す
る
の
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
面
白
い
だ
ろ
う
」
と
思
い
、
「
あ
の
気
詰
ま
り
な
丸
善
も
粉
薬
み

じ
ん
だ
ろ
う
」
と
そ
の
「
想
像
を
熱
心
に
追
求
」
し
な
が
ら
賑
や
か
な
「
京
極
を
下
っ
て
行
っ
た
」
だ
け
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
対
象
(
丸
善
)
と
の
「
憂
欝
」
で
「
重
く
る
し
い
」
関
係
性
を
、
「
私
」
は
「
私
」
の
認
識
の
枠
組
を
ず
ら
す

こ
と
で
断
ち
切
り
、
そ
の
勝
手
に
想
像
し
た
架
空
の
世
界
を
「
私
」
だ
け
の
〈
現
実
〉
と
し
て
生
き
て
い
た
の
で
あ
っ

た。
想
像
さ
れ
た
架
空
の
世
界
を
あ
た
か
も
〈
一
つ
の
現
実
〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
生
き
る
〈
生
〉
の
ス
タ

イ
ル
は
、
己
こ
で
初
め
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
京
都
の
「
壊
れ
か
か
っ
た
街
」
の
〈
裏
通
り
〉
の
空
間

を
「
京
都
か
ら
何
百
皇
も
離
れ
た
仙
台
と
か
長
崎
と
か
ー
ー
そ
の
よ
う
な
市
へ
今
自
分
が
来
て
い
る
の
だ
ー
ー
と
い
う

錯
覚
を
起
そ
う
と
努
め
」
て
い
た
あ
の
営
為
と
同
質
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
、
「
私
」
が
全
く
同
じ
「
錯

覚
」
の
論
理
を
機
能
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
錯
覚
」
は
、
宮
城
と
か
長
崎
へ
と
〈
場
所
〉
を
転
移
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
八
場
所
〉
そ
の
も
の
を
変
え
る
こ
と
H
爆
破
を
試
み
て
い
る
。
逃
避
的
で
は
な
く
、
よ
り
攻
撃
的
な

「
錯
覚
」
の
論
理
の
駆
使
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
う
い
う
変
化
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
〈
架
空
の
世
界
〉
を

「
私
」
の
現
実
と
し
て
生
き
る
八
生
〉
の
ス
タ
イ
ル
が
ま
も
な
く
破
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
を
意
味
し
て
い
な
い
。
「
不
吉

な
塊
」
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
「
私
」
は
、
〈
架
空
の
世
界
〉
を
「
私
」
の
現
実
と
し
て
生
き
る
ほ
か
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
〈
架
空
の
世
界
〉
を
「
私
」
の
現
実
と
し
て
生
き
る
と
い
う
「
私
」
の
〈
生
〉
の
ス
タ
イ
ル
は
、
「
棒

様
」
に
先
立
つ
習
作
「
瀬
山
の
話
」
段
階
で
は
容
認
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
、
〈
梓
様
爆
弾
〉
な
る

発
想
は
、
「
狂
人
芝
居
」
で
あ
り
「
時
開
演
し
」
程
度
の
認
識
し
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
デ
カ
ダ
ン
ス
な
生
活
を
し
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て
い
た
自
己
H
梶
井
基
次
郎
の
〈
私
性
〉
が
昇
華
さ
れ
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
に
蝕
ま
れ
た
「
私
」
と

い
う
認
識
が
生
ま
れ
た
時
、
そ
の
「
私
」
の
余
儀
な
く
さ
れ
た
〈
生
〉
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
認
識
も
ま
た
生
ま
れ
た
の

《
拾
民

3
》

で
あ
っ
た
。

東
京
書
籍
『
新
編
現
代
文
新
訂
版
』
指
導
書
に
よ
れ
ば
、
「
作
品
の
主
題
は
、
持
様
を
爆
弾
に
見
立
て
、
そ
れ
を

「
熱
心
に
」
願
う
と
こ
ろ
に
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
想
像
力
に
よ
る
現
実
認
識
の
変
革
を
企
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
:
目
(
略
)
:
:
主
人
公
は
、
錯
覚
を
積
極
的
に
起
乙
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
か
ら
の
脱
出
を
計
っ
た
。
こ
の
作

品
に
お
い
て
、
主
人
公
と
作
者
と
は
等
身
大
と
考
え
て
よ
く
、
梶
井
基
次
郎
は
、
想
像
力
と
い
う
心
理
操
作
に
よ
っ
て

錯
覚
を
引
き
起
こ
し
、
錯
覚
の
結
像
し
た
幻
覚
の
中
に
現
実
と
自
己
と
の
関
係
の
改
変
を
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
作
者
と
主
人
公
が
「
等
身
大
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
古
吉
、
さ
ら
に
は
、
・
「
現
実
と
自
己
と
の
関

係
」
な
ど
と
い
っ
た
旧
態
依
然
と
し
た
現
実
と
虚
構
の
ニ
項
対
立
図
式
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
最
大
の
問
題

点
は
、
「
作
品
の
主
題
」
を
「
想
像
力
に
よ
る
現
実
認
識
の
変
革
」
に
求
め
、
「
現
実
か
ら
の
脱
出
を
計
っ
た
」
と
す
る

点
で
あ
る
。

一
体
、
「
棒
様
」
の
主
人
公
は
、
〈
感
性
V

と
「
錯
覚
」
日
〈
想
像
力
〉
に
よ
っ
て
架
空
の
〈
も
う
一
つ
の
「
私
」
〉

の
世
界
を
構
築
し
、
そ
の
世
界
に
生
き
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
世
界
に
〈
現
実
性
〉
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
生
き

て
い
る
の
が
「
私
」
と
い
う
青
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
「
現
実
か
ら
の
脱
出
」
も
「
現
実
認
識
の
変
革
」

も
か
な
わ
ぬ
地
平
に
生
か
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
、
「
私
」
の
立
っ
て
い
た
し
ん
ど
き
が
あ
っ
た
。

「
私
」
に
と
っ
て
「
私
」
が
果
た
し
て
何
者
か
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
よ
う
に
、
現
実
も
ま
た
希
薄
な
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
の
だ
。
「
私
」
と
八
現
実
〉

H
世
界
の
関
係
が
隊
艇
と
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
「
錯
覚
」

に
よ
っ
て
構
築
し
た
架
空
の
世
界
こ
そ
〈
現
実
〉
だ
と
す
る
倒
錯
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
私
」
が
直
面
し
て
い
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た
の
は
、
自
明
化
さ
れ
、
絶
対
化
さ
れ
て
き
た
〈
心
と
い
う
も
の
〉
の
神
話
性
で
あ
っ
た
。
自
我
と
か
精
神
と
か
主
体

と
か
い
っ
た
絶
対
化
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
て
き
た
近
代
的
観
今
ω
、
発
想
の
枠
組
そ
の
モ
ノ
が
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
は
じ
め
て
い

た
の
だ
。
な
に
し
ろ
、
心
に
関
す
る
絶
対
的
な
信
仰
、
信
頼
が
〈
ゆ
ら
ぎ
〉
、
棒
様
と
い
う
〈
モ
ノ
〉
と
心
と
い
う

〈
モ
ノ
〉

H

「
塊
」
が
交
換
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
ほ
ど
に
〈
心
と
い
う
領
域
〉
は
「
重
さ
」
を
喪
失
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
実
際
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
棒
様
の
「
重
さ
」
を
た
と
え
「
思
い
あ
が
っ
た
諮
抽
出
心
か
ら
」
に
せ
よ
、
ど
う
し

て
「
こ
の
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
い
た
も
の
」
だ
と
か
、
「
こ
の
重
さ
は
総
て
の
善
い
も
の
総
て
の
美

し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
き
た
重
き
で
あ
る
」
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
が
思
い
付
く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
事
実
、

「
心
と
い
う
奴
」
が
そ
ん
な
に
〈
軽
く
〉
て
実
体
性
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
私
」
は
、
「
自
己
」
と
い

う
観
念
以
前
の
自
己
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
言
葉
以
前
の
〈
私
の
感
性
〉
に
頼
り
、
そ
の
「
私
」
の
〈
感
性
〉
と
世

界
・
モ
ノ
・
風
景
と
の
交
流
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
世
界
、
あ
る
い
は
自
分
の
「
錯
覚
」

H
想
像
力
の
論
理
に
よ
っ
て

構
築
し
た
〈
非
現
実
〉
の
世
界
を
〈
現
実
〉
と
し
て
生
き
て
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
「
樟

様
」
の
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
は
、
「
私
」
の
感
性
・
「
錯
覚
」

H
想
像
力
を
頼
り
に
〈
架
空
の
世
界
〉
を
生
き
る
ほ
か

な
い
「
私
」
の
余
儀
な
く
さ
れ
た
空
虚
な
八
生
〉
を
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
〈
私
〉
は
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
〈
生
〉

の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
し
き
り
と
「
不
可
思
議
」
「
不
思
議
」
「
馬
鹿
げ
た
こ
と
」
だ
と
批
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、

棒
様
一
つ
で
「
幸
福
」
に
な
っ
た
り
「
昂
奮
」
し
た
り
す
る
白
閥
的
な
お
話
が
い
か
に
「
馬
鹿
げ
た
こ
と
」
で
は
あ
っ

て
も
、
間
違
い
な
く
そ
の
日
そ
う
「
私
」
は
生
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
っ

，-。
+
れ

一
体
、
「
私
」
は
、
安
定
し
た
居
場
所
を
う
し
な
っ
て
京
都
の
街
を
浮
遊
し
た
苦
し
み
の
理
由
、
原
因
に
つ
い
て
は

じ
め
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
」
何
か
に
よ
っ
て
さ
ま
よ
っ
て
い
た
こ
と
は
理
解
で
き
た
に
し
て
も
、
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そ
う
さ
せ
て
い
る
モ
ノ
が
何
物
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
、
「
不
吉
な
塊
」
で
あ
っ
た
と
言
葉
化
H
認

識
し
え
た
時
、
「
私
」
は
よ
う
や
く
「
馬
鹿
げ
た
」
「
私
」
の
体
験
(
青
春
)
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
〈
私
〉

は
、
こ
れ
ま
で
の
「
私
」
と
世
界
(
モ
ノ
)
と
の
安
定
し
た
関
係
が
崩
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
自
閉
的
な
世
界
の
中
で
し

か
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
た
悲
し
い
「
私
」
と
い
う
一
人
の
男
の
物
語
を
語
っ
た
。

そ
し
て
、
「
私
」
に
そ
う
し
た
空
虚
な
〈
生
〉
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
モ
ノ
こ
そ
、
「
私
」
を
支
え
て
い
た
心
と
い
う
〈
制

度
・
観
念
・
こ
と
ば
〉
の
溶
解
と
し
て
の
「
不
吉
な
塊
」
で
あ
っ
た
。

「
棒
様
」
の
終
末
部
、
「
私
」
は
、
裏
町
か
ら
賑
や
か
な
表
通
り
へ
と
出
て
行
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
私
」
が
「
現

実
か
ら
の
脱
出
」
を
果
し
、
お
め
で
た
い
市
民
生
活
へ
と
復
帰
し
て
い
く
道
で
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
、
「
不
吉
な

塊
」
を
背
負
う
ヒ
ト
と
ヒ
ト
と
の
関
係
の
中
に
入
っ
て
行
く
道
で
も
な
か
っ
た
。
「
私
」
が
「
私
」
の
感
性
、
想
像
力

に
全
面
的
に
依
拠
す
る
乙
と
で
〈
も
う
一
つ
の
現
実
〉
を
構
築
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
必
死
に
回
復
し
て
い
く
方
向
、
す
な
わ
ち
、
「
私
」
が
八
私
〉
に
な
る
道
で
あ
っ
た
。
「
棒
様
」
は
、
〈
私
〉
が
、
「
不

吉
な
塊
」
に
よ
っ
て
〈
自
閉
〉
し
て
い
く
「
私
」
を
語
っ
た
小
説
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
〈
私
〉
は
、
「
私
」
が
〈
私
〉

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
必
然
を
も
ま
た
語
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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注
1

中
村
博
保
は
、
「
「
禅
様
』
反
生
活
者
の
絵
本
」
{
「
い
か
に
読
む
か
記
号
と
し
て
の
文
学
』

m
-
u、
中
教
出
版
)
の
中
で
、

「
「
不
吉
な
塊
」
と
は
、
み
ず
か
ら
の
限
に
よ
っ
て
透
視
さ
れ
た
内
な
る
自
己
、
病
み
苦
し
ん
で
い
た
自
己
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
」

と
し
、
「
「
樺
様
」
と
い
う
小
説
の
主
題
」
を
「
一
穎
の
棒
様
を
介
し
て
、
見
る
と
い
う
こ
と
の
構
造
と
意
味
を
密
告
示
し
た
」
点
に
求

め
て
い
る
。

注
2

勝
文
浩
の
「
棒
様
と
丸
善
l

|
梶
井
基
次
郎
」
(
『
都
市
の
常
民
た
ち
作
家
の
い
る
風
景
」
剖
・

4
、
勉
誠
社
)
か
ら
の
引
用
。

同
論
文
は
、
丸
善
H

「
文
化
的
、
文
明
的
な
意
味
で
の
資
本
主
義
の
象
徴
」
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
刺
激
的
な
論
文
。
な
お
、

芥
川
龍
之
介
の
「
将
来
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
」
と
の
共
通
性
を
も
論
じ
て
い
る
。

注
3
=
一
好
行
雄
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
大
正
か
ら
昭
和
へ
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
転
形
期
は
、
時
代
の
や
ま
い
に
身
を
も
っ
て
た

ち
む
か
う
不
毛
な
背
春
を
強
い
つ
つ
あ
っ
た
。
倦
怠
、
終
末
感
、
絶
望
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
い
い
か
え
る
こ
と
の
で
き
る
病
巣
が
青
春

の
内
面
を
む
し
ば
み
、
か
れ
ら
か
ら
現
実
の
行
為
の
可
能
性
を
う
ば
」
っ
た
と
し
て
、
「
行
為
に
よ
っ
て
変
え
え
な
い
世
界
を
、
感
覚

に
よ
っ
て
、
感
受
性
に
よ
っ
て
変
え
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
」
が
「
栂
様
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

*
本
文
引
用
は
、
新
潮
文
庫
『
梓
様
』
(
肝
・
問
、
新
潮
社
)
に
よ
る
。
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