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「
道
草
」
は
、
一
九
一
五
(
大
正
四
)
年
六
月
三
日
か
ら
九
月
一
四
日
ま
で
、
全
百
二
回
に
わ
た
っ
て
、
東
京
・
大
阪

の
両
『
朝
日
新
聞
』
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
十
月
、
岩
波
書
庖
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
激
石
の
実
生
活
を
索
材
と
し
た
一
種

の
自
伝
的
な
長
編
小
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
養
父
島
田
を
中
心
と
す
る
肉
親
縁
者
と
健
一
一
一
と
の
関
係
を
縦
軸
と
し
、

健
三
、
お
住
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤
を
横
軸
と
す
る
日
常
生
活
の
ド
ラ
マ
で
あ
る
こ
の
小
説
は
、
狭
い
私
小
説
的
な
枠
を

は
る
か
に
超
え
た
豊
か
な
思
想
性
を
持
っ
て
い
た
。

健
三
は
、
「
生
き
て
ゐ
る
う
ち
に
何
か
為
終
せ
る
、
文
仕
終
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
」
(
二
十
二
強
い
使

命
感
に
燃
え
た
洋
行
帰
り
の
知
識
人
で
あ
っ
た
。
道
義
的
な
〈
個
人
主
義
〉
者
で
も
あ
る
健
三
は
普
遍
、
真
理
、
理
念

と
い
う
〈
知
〉
の
世
界
に
生
き
、
そ
こ
に
自
分
の
生
き
る
意
味
、
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
の
基
礎
を
お
い
て
い
る
男

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
道
草
」
に
お
い
て
こ
の
男
は
、
生
活
者
、
日
常
人
と
し
て
の
無
能
力
性
、
頼
り
な
き
を
さ
ら

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
理
不
尽
な
女
性
へ
の
差
別
と
偏
見
を
も
ち
、
ま
た
、
人
間
と
し
て
の
人
格
の
欠
陥
性
が
完
膚

な
き
ま
で
に
暴
か
れ
、
道
義
的
な
個
人
主
義
な
ど
と
て
も
担
え
な
い
洋
行
帰
り
の
知
識
人
と
し
て
語
ら
れ
て
い
《
計
v

な
る
ほ
ど
、
健
三
の
こ
の
知
的
優
位
性
の
失
墜
|
|
〈
普
通
の
人
間
〉
の
「
自
己
発
見
」
|
|
は
、
対
立
・
葛
藤
を
繰

り
返
す
夫
婦
内
で
の
健
三
の
地
盤
沈
下
を
も
た
ら
し
、
そ
の
限
り
で
夫
婦
の
危
機
を
緩
和
し
、
一
種
の
安
定
を
も
た

ら
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈
普
通
の
人
間
〉
の
「
自
己
発
見
」
は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
健
三
の
こ
れ
ま
で

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
の
ド
ラ
マ
を
内
包
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
実
際
、
島
田
の
登
場
と
い
う
縦
軸
は
、

〈
過
去
〉
と
断
絶
し
て
暮
ら
し
て
来
た
健
三
を
し
て
「
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
け
ら
れ
た
自
分
を
も
併
せ
て
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
(
二
十
四
)
い
状
況
を
つ
く
り
だ
し
、
ま
た
、
お
住
と
の
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤
と
い
う
横
軸
は
、

家
の
〈
内
〉
か
ら
男
、
夫
、
父
と
し
て
の
健
三
の
存
在
を
問
う
こ
と
で
、
い
わ
ば
、
「
家
」
の
〈
内
〉
〈
外
〉
か
ら
「
生

き
て
ゐ
る
う
ち
に
何
か
為
終
せ
る
、
又
仕
終
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
へ
る
」
{
二
十
ご
知
識
人
健
三
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
脅
か
し
、
自
分
は
何
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
、
ど
こ
か
ら
来
て
、

ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
と
い
う
深
い
存
在
論
的
懐
疑
、
空
虚
を
抱
え
込
む
と
い
う
状
況
を
一
方
で
発
生
さ
せ
て
い
た
の

s-
コご。

占

T
て
士

一
体
、
健
三
は
、
「
血
と
肉
」
で
構
成
さ
れ
た
八
家
〉
の
世
界
を
嫌
悪
し
、
ま
た
モ
ノ
化
さ
れ
る
こ
と
を
厭
っ
て
な

る
べ
く
「
眼
に
見
え
る
も
の
」
(
九
十
八
)
と
し
て
の
「
役
に
立
つ
」
(
九
十
一
一
)
「
手
腕
」
(
七
十
七
}
有
用
の
世
界
、
「
金

持
」
(
五
十
七
)
の
世
界
と
無
縁
で
あ
ろ
う
と
し
て
「
学
問
」
{
二
十
九
)

H
〈
普
通
〉
の
道
を
選
択
し
た
男
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
世
界
か
ら
絶
縁
し
て
生
き
よ
う
と
し
た
彼
の
「
学
問
」

H

〈
普
遍
〉
の
世
界
は
、
後
で
詳
し
く
述

べ
る
が
、
「
偉
く
な
る
」
(
五
十
七
)

H
〈
名
誉
〉
〈
地
位
〉
と
い
う
立
身
出
世
主
義
の
構
造
の
坪
内
に
あ
っ
た
。
皮
肉
に

も
、
「
学
問
」
の
世
界
に
生
き
る
こ
の
男
を
固
い
込
ん
で
い
た
の
は
「
学
問
」

H

〈
普
通
〉
を
「
金
」
に
換
算
す
る
世

界
で
あ
り
、
事
実
、
健
三
は
、
「
金
」
が
人
間
関
係
を
新
し
く
再
構
成
す
る
近
代
資
本
主
義
社
会
の
流
動
に
す
っ
か
り

身
体
を
か
ら
め
と
ら
れ
て
い
た
。
小
説
「
道
草
」
は
、
健
三
の
こ
う
し
た
意
図
と
現
実
の
話
離
現
象
を
鋭
く
え
ぐ
り
だ
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す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
根
源
的
に
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
平
へ
と
健

三
を
つ
れ
出
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
養
父
事
件
は
一
応
決
着
し
、
夫
婦
の
危
機
は
回
避
し
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、

妻
の
明
る
さ
に
較
べ
て
健
三
は
「
類
廃
の
影
」
「
凋
落
の
色
」
(
二
十
四
}
を
帯
び
て
限
り
な
く
暗
い
。
最
終
部
で
の
健

三
の
「
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
か
っ
た
」
言
葉
は
、
事
件
が
す
っ
か
り
片
付
い
た
と
思
う
妻
の
軽
薄
に
た
い
す
る
健
三

の
深
謀
遠
慮
の
言
葉
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
苦
々
し
」
さ
の
背
後
に
は
養
父
の
登
場
に
よ
っ
て
健
三
が
新

し
く
抱
え
込
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
の
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
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1 

養
父
の
登
場
|
|
健
三
の
過
去

「
道
草
」
は
、
健
三
の
前
に
養
父
島
田
が
登
場
す
る
こ
と
で

F
ラ
7
が
始
ま
り
、
そ
の
島
田
が
舞
台
か
ら
消
え
る
こ
と

で
終
わ
る
。

冒
頭
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

健
三
が
速
い
所
か
ら
帰
っ
て
来
て
駒
込
の
奥
に
所
帯
を
持
っ
た
の
は
東
京
を
出
て
か
ら
何
年
目
に
な
る
だ
ら
う
。

彼
は
故
郷
の
土
を
踏
む
珍
ら
し
き
の
う
ち
に
一
種
の
淋
し
味
さ
へ
感
じ
た
。

彼
の
身
体
に
は
新
ら
し
く
後
で
見
捨
て
た
遠
い
国
の
臭
が
ま
だ
付
着
し
て
ゐ
た
。
彼
は
そ
れ
を
忌
ん
だ
。
一
日

も
早
く
其
臭
を
振
ひ
落
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
。
さ
う
し
て
其
臭
の
う
ち
に
潜
ん
で
ゐ
る
彼
の
誇
り
と

満
足
に
は
却
っ
て
気
が
付
か
な
か
っ
た
。

彼
は
斯
う
し
た
気
分
を
有
っ
た
人
に
有
勝
な
落
付
の
な
い
態
度
で
、
千
駄
木
か
ら
追
分
へ
出
る
通
り
を
日
に
一
一

返
づ
〉
規
則
の
や
う
に
往
来
し
た
。

健
三
は
、
「
遠
い
園
の
臭
」
(
一
)
を
「
思
」
(
同
)
み
な
が
ら
も
ま
だ
「
見
捨
て
」
{
同
}
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「
其
臭
の
う
ち
に
潜
ん
で
ゐ
る
」
(
同
)
「
誇
り
と
満
足
に
は
却
っ
て
気
が
付
か
」
(
同
)
な
い
男
と
し
て
ま
ず
登
場
す
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
遠
い
所
」

H

〈
外
国
〉
か
ら
帰
っ
て
来
て
「
駒
込
の
奥
」
{
同
}
に
所
帯
を
持
っ
た
健
三
は
、
梅
雨

時
の
あ
る
日
、
偶
然
、
「
十
五
六
年
」
(
向
)
も
会
う
こ
と
の
な
か
っ
た
「
帽
子
を
被
ら
な
い
男
」
(
二
)
日
養
父
と
出
会

い
、
過
去
の
世
界
へ
連
れ
戻
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

健
三
は
三
歳
か
ら
八
歳
ま
で
島
田
の
養
育
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
こ
で
生
き
た
時
の
「
心
」
(
十
五
)
の
状
態
が
ど

う
で
あ
っ
た
か
健
三
に
は
不
明
で
あ
り
、
「
日
付
が
つ
い
て
ゐ
な
」
(
十
九
)
い
風
景
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
そ

こ
に
は
自
分
が
い
な
い
の
だ
。
そ
の
後
、
健
三
は
実
家
に
引
き
取
ら
れ
、
二
十
歳
の
時
、
正
式
に
復
籍
、
養
父
と
の
戸

籍
上
、
あ
る
い
は
金
銭
上
の
問
題
は
解
決
済
み
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
養
家
と
実
家
の
二
つ
の
「
家
」
を
ボ
ー
ル
の
よ

う
に
投
げ
渡
さ
れ
た
健
三
は
、
は
じ
め
か
ら
自
分
が
ど
と
に
帰
属
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
存
在
の
唆
昧
さ
を
抱
え
込
ま

さ
れ
た
少
年
で
あ
っ
た
。
「
実
家
へ
引
き
取
ら
れ
た
遠
い
昔
」
(
九
十
こ
の
思
い
出
は
、
「
一
個
の
邪
魔
物
」
(
同
)
扱
い

さ
れ
た
苦
い
記
憶
し
か
な
く
、
実
際
、
す
で
に
「
生
の
父
に
対
す
る
健
三
の
愛
情
を
、
根
こ
そ
ぎ
に
し
て
枯
ら
し
つ

く
」
(
同
)
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
頃
の
健
三
は
、
「
健
三
は
海
に
も
住
め
な
か
っ
た
。
山
に
も
居
ら
れ
な
か
っ
た
。
両
方

か
ら
突
き
返
さ
れ
て
、
両
方
の
聞
を
ま
ご
ま
ご
し
て
ゐ
た
。
同
時
に
海
の
も
の
も
食
ひ
、
時
に
は
山
の
も
の
に
も
手
を

出
し
た
」
(
同
)
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
健
三
は
「
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
物
品
で
あ
っ
た
。
た
y
実

父
が
我
楽
多
と
し
て
彼
を
取
り
扱
っ
た
の
に
対
し
て
、
養
父
に
は
今
に
何
か
の
役
に
立
て
〉
遺
ら
う
と
い
ふ
目
算
が
あ

る
丈
で
あ
っ
た
」
(
同
)
。
健
三
は
自
己
の
帰
属
す
る
場
所
を
持
た
な
か
っ
た
。
健
三
に
と
っ
て
「
家
」
あ
る
い
は
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「
父
」
な
る
も
の
は
嫌
悪
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
帰
属
す
る
場
所
を
喪
失
し
た
少
年
が
唯
一
生
き
ら
れ
る
空
間
が
学
問
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
養
父
は
健
三

を
打
算
的
に
考
え
、
「
給
仕
」
で
も
や
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
幼
い
健
三
は
、
「
給
仕
に
な
ん
ぞ
さ
れ
て
は
大
変
だ
」

(
九
十
一
)
と
思
い
、
「
立
派
な
人
聞
に
な
っ
て
世
間
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
欲
」
{
同
)
を
持
っ
た
。
学
問
し

て
「
立
派
な
人
間
」
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
健
三
が
健
三
で
あ
る
た
め
の
存
在
の
根
拠
と
な
っ
た
。
「
黒
い
髭
を
生
し

て
山
高
帽
を
被
っ
た
」
(
一
)
〈
今
〉
の
健
三
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
原
点
で
あ
る
。

「
家
」
の
庇
護
、
愛
情
か
ら
投
げ
出
さ
れ
て
帰
属
す
る
場
所
を
失
っ
た
健
三
を
救
っ
た
の
は
立
身
出
世
を
構
造
化
し
た

明
治
の
国
家
で
あ
っ
た
。
国
家
は
、
帰
属
す
る
場
所
を
失
っ
て
浮
遊
す
る
個
を
学
問
、
教
育
の
機
関
を
提
供
す
る
こ
と

で
立
身
出
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
へ
と
見
事
に
包
み
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
概
ね
立
身
出
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、

士
族
の
身
分
を
失
っ
て
方
向
性
を
持
て
ず
に
い
た
武
家
の
子
息
を
「
家
」
の
復
興
と
い
う
名
目
で
新
し
い
国
家
に
吸
収

す
る
機
能
を
果
し
た
。
そ
こ
で
の
立
身
出
世
主
義
の
構
造
は
、
〈
自
分
|
家
|
国
家
〉
の
三
位
一
体
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
健
三
の
場
合
は
、
身
分
と
い
う
よ
り
家
そ
の
も
の
か
ら
排
除
さ
れ
て
お
り
、
〈
自
己
|
国
家
V

と
し
て
、
こ
の
個
は
直
接
国
家
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
健
三
は
、
家
の
束
縛
を
受
け
る
こ
と
な
く
国
家
と
結
び
つ
く
こ

と
で
、
家
の
縛
り
か
ら
は
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
そ
の
分
、
健
三
は
、
主
体
的
に
国
家
と
結
び
付
い
て
い
た
。
そ
こ
に

健
三
の
自
我
の
近
代
性
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
立
身
出
世
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
媒
介
さ
れ
た
こ
の
近
代
的
な
上
昇
的
自

我
は
、
国
家
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
か
ろ
う
じ
て
容
認
さ
れ
た
自
我
で
し
か
な
く
、
そ
れ
だ
け
国

家
の
内
に
拘
束
さ
れ
た
自
我
で
も
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
健
三
の
上
昇
的
な
自
我
は
、
幼
年
期
の
家
へ
の
帰
属
感
の
空

白
を
学
問
で
埋
め
た
分
、
国
家
と
「
学
問
」
と
の
癒
着
度
が
強
か
っ
た
ば
か
り
か
、
「
不
幸
な
過
去
」
と
の
絶
縁
、
あ

る
い
は
そ
乙
か
ら
遁
走
し
た
分
、
過
去
の
時
聞
か
ら
常
に
追
い
立
て
を
く
う
不
安
定
さ
と
も
ろ
さ
を
人
一
倍
抱
え
て
い

た
養
父
と
の
金
銭
上
、
あ
る
い
は
契
約
上
の
問
題
は
実
父
に
よ
っ
て
す
で
に
処
理
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
常
識

の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、
健
三
は
養
父
島
田
の
「
限
付
」
(
一
)
に
「
脅
」
(
二
)
え
る
こ
と
な
ど
何
も
な
か
っ
た
。
実
際
、

妻
お
住
も
そ
う
思
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
島
田
が
登
場
し
た
以
上
、
お
住
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
な
く
、
養
父
は
い

わ
ば
共
同
の
敵
の
登
場
と
い
う
意
味
を
も
っ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
夫
婦
の
危
機
打
開
の
一
っ
と
も
な
り
え
る
性

質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
健
三
は
こ
の
問
題
を
妻
に
相
談
す
る
こ
と
も
な
く
、
自
分
一
人
そ
の
登
場
に
脅
え
、

体
調
を
崩
す
ほ
ど
の
不
安
に
晒
さ
れ
る
。
健
三
は
養
父
の
登
場
に
よ
っ
て
忘
却
の
彼
方
へ
と
消
し
た
は
ず
の
空
白
の
過

去
に
一
人
直
面
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
根
源
的
な
生
の
領
域
に
お
い
て
健
三
の
過
去
の
時
間
は
、
何
の
解
決
も
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
。
養
父
の
登
場
は
、
そ
う
し
た
健
三
の
生
、
あ
る
い
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ア
キ
レ
ス
腿
を
衝
く
恰
好

で
迫
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
養
父
島
田
は
「
不
幸
な
過
去
を
遠
く
か
ら
呼
ぴ
起
す
媒
介
」
(
二
)
者
と

な
っ
て
健
三
の
〈
い
ま
〉
の
「
誇
り
と
満
足
」
(
一
)
を
奪
う
魔
物
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
、
片
付
い
た
と
思
っ
て
い
た

「
過
去
」
が
片
付
か
な
い
も
の
と
し
て
突
如
〈
今
〉
の
健
三
の
世
界
に
侵
入
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
養

父
の
登
場
は
、
「
過
去
」
を
忌
み
、
そ
の
「
世
界
か
ら
独
り
脱
け
出
し
」
(
二
十
九
)
た
健
三
の
生
、
あ
る
い
は
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
灸
田
和
夫
が
、
「
『
道
草
』
論
」
(
『
作
品
」
第
二
号
、
目
・

5
)

の
中
で
、

「
道
草
」
は
、
「
激
石
の
〈
存
在
の
原
拠
〉
を
明
ら
か
に
す
る
、
ま
る
ご
と
の
〈
「
消
え
ぬ
過
去
」
の
物
語
〉
そ
の
も
の

で
あ
る
」
と
し
「
実
存
的
作
家
と
し
て
の
激
石
」
を
問
題
に
す
る
所
以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
健
三
は
会
う
こ
と
を
「
嫌
悪
」
(
十
三
)
し
な
が
ら
、
会
わ
な
い
こ
と
は
「
正
し
い
方
法
」
(
十
一
)
で
は

な
い
と
し
て
養
父
と
面
接
し
て
い
く
。
お
住
は
、
ず
る
ず
る
と
養
父
と
の
関
係
を
続
け
る
健
三
に
頼
り
な
い
夫
の
優
柔

不
断
さ
を
感
じ
る
が
、
健
三
は
昔
「
世
話
に
な
っ
た
」
(
十
三
と
い
う
「
義
理
」
{
同
)
の
意
識
に
強
く
絡
ま
れ
て
い
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た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
見
捨
て
て
き
た
と
い
う
罪
の
意
識
も
働
い
て
い
た
。
た
だ
、
お
住
は
、

H

魔
物
。
と
面

接
し
て
い
る
健
三
の
劇
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
。

養
父
と
の
関
係
を
自
力
で
処
理
で
き
な
か
っ
た
健
三
は
、
普
段
か
ら
親
戚
づ
き
あ
い
を
余
り
し
て
い
な
い
姉
と
会
う

こ
と
で
、
疎
遠
に
し
て
い
た
親
戚
縁
者
と
の
関
係
を
持
つ
。
妻
と
の
相
談
と
い
う
通
常
の
手
続
き
を
忘
れ
た
こ
の
行
為

は
、
か
つ
て
家
と
い
う
制
度
を
嫌
悪
し
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
た
(
見
捨
て
て
き
た
)
は
ず
の
世
界
へ
と
回
帰
し
て
い
く

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
健
三
は
、
ま
さ
に
思
考
の
内
か
ら
排
除
し
て
き
た
空
白
の
「
過
去
」
と
面
接
し
、
し
だ
い
に
、

「
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
け
ら
れ
た
自
分
を
も
併
せ
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
」
(
一
一
十
四
)
い
状
況
へ
と
自
ら
入

っ
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
健
三
に
お
け
る
「
血
と
肉
と
歴
史
と
で
結
び
付
げ
ら
れ
た
」
親
戚
縁
者
と

の
関
係
へ
の
回
帰
は
、
大
学
と
書
斎
の
空
間
を
往
来
し
て
い
た
だ
け
の
知
識
人
健
三
の
狭
い
視
野
を
飛
躍
的
に
拡
大
し
、

自
己
相
対
化
へ
と
向
げ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
家
秩
序
の
中
で
の
健
三
は
、
姉
兄
に
対
す
る
弟
、
義
兄
に
対
す
る
義
弟
、

義
父
に
対
す
る
義
息
、
義
弟
に
対
す
る
義
兄
、
養
父
母
に
た
い
す
る
義
子
と
い
う
よ
う
に
関
係
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
関
係
を
通
し
て
見
え
て
来
た
の
は
、
「
変
人
」
(
一
三
、
横
柄
、
空
っ
ぽ
の
理
屈
屋
と
し
て
の
自
分
の
位

置
で
あ
り
、
ま
た
、
自
分
が
こ
れ
ら
親
戚
の
中
で
金
づ
る
H

「
心
棒
」
(
三
士
ニ
)
と
し
て
機
能
し
て
い
る
実
態
で
あ
っ

た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
か
り
、
た
か
ら
れ
る
と
い
う
金
と
金
の
関
係
で
し
か
な
い
構
造
で
あ
っ
た
。
健
三
は
そ
う
し

た
関
係
を
嫌
悪
し
な
が
ら
も
、
は
た
目
を
気
に
し
て
「
義
理
」
の
中
に
生
き
、
偏
狭
な
自
尊
心
を
捨
て
る
こ
と
も
出
来

な
い
し
、
金
が
万
能
だ
と
は
思
わ
な
い
も
の
の
、
金
の
な
い
こ
と
を
卑
下
し
、
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大

な
も
の
が
彼
の
眼
に
這
入
っ
て
来
る
に
は
ま
だ
大
分
聞
が
あ
」
(
五
十
七
)
る
男
と
し
て
生
き
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し

た
日
常
で
の
自
己
の
行
為
・
位
置
を
冷
静
に
眺
め
る
時
、
健
三
は
し
だ
い
に
自
己
を
特
別
な
人
間
と
思
う
自
負
の
念
を

失
っ
て
い
っ
た
。
健
三
も
ま
た
サ
ラ
リ
ー
(
金
)
の
中
で
生
き
る
一
人
で
し
か
な
か
っ
た
。
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神
の
眼
で
自
分
の
一
生
を
還
し
て
見
た
な
ら
ば
、

い
と
い
ふ
気
が
強
く
し
た
。
(
四
十
八
)

此
強
欲
な
老
人
の
一
生
と
大
し
た
変
り
は
な
い
か
も
知
れ
な

「
姉
は
た
y
露
骨
な
丈
な
ん
だ
。
教
育
の
皮
を
剥
け
ば
己
だ
っ
て
大
し
た
変
り
は
な
い
ん
だ
」

平
生
の
彼
は
教
育
の
力
を
信
じ
過
ぎ
て
ゐ
た
。
今
の
彼
は
其
教
育
の
力
で
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
野
性
的
な

自
分
の
存
在
を
明
か
に
認
め
た
。
斯
く
事
実
の
上
に
於
て
突
然
人
聞
を
平
等
に
視
た
彼
は
、
不
断
か
ら
軽
蔑
し
て

ゐ
た
姉
に
対
し
て
多
少
極
り
の
悪
い
思
ひ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
(
六
十
七
)

健
三
の
調
子
は
半
ば
弁
解
的
で
あ
っ
た
。
半
ば
自
噸
的
で
あ
っ
た
。
過
去
の
牢
獄
生
活
の
上
に
現
在
の
自
分
を

築
き
上
げ
た
彼
は
、
其
現
在
の
自
分
の
上
に
是
非
共
未
来
の
自
分
を
築
き
上
げ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

が
彼
の
方
針
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
彼
か
ら
見
る
と
正
し
い
方
針
に
違
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
其
方
針
に
よ
っ
て
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「
家
」
と
い
う
日
常
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
自
己
を
眺
め
る
に
つ
れ
て
健
三
は
「
優
者
」
{
六
十
)
の
自
信
を
し
だ
い

に
失
っ
て
行
っ
た
。
と
り
わ
げ
、
係
累
の
貧
困
、
老
い
、
病
、
つ
ま
り
は
都
市
の
「
家
」
の
解
体
す
る
風
景
を
目
撃
す

る
に
つ
れ
て
、
「
人
格
」
(
七
十
ご
「
個
人
の
徳
」
(
七
十
七
)
を
口
に
し
、
「
学
問
」
一
筋
に
生
き
る
自
分
の
生
き
方
に

疑
問
を
覚
え
、
「
学
問
ば
か
り
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
て
も
人
聞
は
詰
ら
な
い
ね
」
(
二
十
九
)
と
い
う
意
識
さ
え
芽
生
え

て
く
る
。
健
三
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
て
い
た
学
問
H
教
育
H
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
の
幻
想
(
図
式
)
が

し
だ
い
に
剥
が
さ
れ
て
い
く
。
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前
へ
進
ん
で
行
く
の
が
、
此
時
の
彼
に
は
徒
ら
に
老
ゆ
る
と
い
ふ
結
果
よ
り
外
に
何
物
を
も
持
ち
来
さ
な
い
や
う

に
見
え
た
。
(
二
十
九
)

280 

知
識
人
健
三
の
ノ

l
ト
の
字
は
「
蝿
の
頭
位
で
あ
っ
た
字
が
次
第
に
蛾
の
頭
程
に
縮
ま
っ
て
来
」
(
八
十
四
)
て
、
最

終
的
に
は
「
御
前
は
必
寛
何
を
し
に
世
の
中
に
生
れ
て
き
た
の
だ
」
(
九
十
七
)
と
い
う
懐
疑
へ
と
発
展
し
て
い
く
の
で

あ
る
。
語
り
手
は
、
学
問
、
書
斎
に
生
き
る
自
己
の
世
界
が
相
対
化
さ
れ
、
た
だ
「
徒
ら
に
老
ゆ
る
」
だ
け
の
自
己
を

発
見
す
る
健
三
を
「
気
の
毒
な
も
の
」
(
九
十
一
}
と
同
情
的
に
語
っ
て
い
る
が
、
養
父
の
登
場
に
よ
っ
て
健
三
は
と
の

地
平
ま
で
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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2 

妻
と
の
対
立
・
葛
藤
の
〈
根
〉

健
三
は
「
生
き
て
ゐ
る
う
ち
に
何
か
為
終
せ
る
、
又
仕
終
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
男
で
あ
っ
た
」
(
二
十

一
)
。
そ
の
結
果
、
健
三
は
、
「
仕
事
を
す
る
よ
り
も
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
刺
激
の
方
」
(
二
)
に
「
遥
に
強

く
彼
を
支
配
」
(
同
)
さ
れ
、
い
つ
も
「
い
ら
/
¥
し
」
(
同
)
「
神
経
衰
弱
」
(
同
)
に
陥
っ
て
い
た
。
健
三
は
語
り
手
が

語
る
よ
う
に
、
「
彼
の
心
は
殆
ど
余
裕
と
い
ふ
も
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
始
終
机
の
前
に
こ
び
り
着
い
て
ゐ
た
。

(
略
)
さ
う
し
て
自
分
の
時
間
に
対
す
る
態
度
が
、
恰
も
守
銭
奴
の
そ
れ
に
似
通
っ
て
ゐ
る
事
に
は
、
丸
で
気
が
つ
か

な
か
っ
た
」
(
三
)
男
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
彼
は
臨
気
に
そ
の
淋
し
さ
を
感
ず
る
場
合
さ
へ
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も

一
方
で
は
ま
た
心
の
底
に
異
様
の
熱
塊
が
あ
る
と
い
ふ
自
信
を
持
っ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
索
抽
出
た
る
臓
野
の
方
角
へ
向
け

て
生
活
の
路
を
歩
い
て
行
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
却
て
本
来
だ
と
ば
か
り
心
得
て
ゐ
た
。
温
か
い
人
間
の
血
を
枯
ら
し
に

行
く
の
だ
と
は
決
し
て
思
は
な
か
っ
た
」
(
三
)
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
健
三
と
は
生
ま
れ
て
来
た
か
ら
に
は
「
何

か
」
意
味
の
あ
る
仕
事
を
「
仕
終
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
強
い
知
識
人
の
使
命
感
に
つ
き
動
か
さ
れ
た
男
で

あ
り
、
た
と
え
「
温
か
い
人
間
の
血
を
枯
ら
」
す
禁
欲
を
強
い
よ
う
と
も
や
り
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
意
志
す
る

人
間
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
健
三
の
関
心
は
、
学
向
上
の
普
遍
、
真
理
、
観
念
の
方
に
聞
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
何

の
や
ま
し
さ
も
な
く
、
か
え
っ
て
自
信
と
誇
り
さ
え
感
じ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
健
三
は
日
常
の
付
き
合
い
、
遊
び
、

金
の
問
題
に
何
の
価
値
も
意
義
も
見
い
出
せ
ず
、
事
実
、
疎
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
健
}
一
一
は
、
学
問
と
い
う
抽
象
、
観
念

の
世
界
の
住
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
健
三
は
、
家
庭
の
妻
、
子
供
、
生
計
に
つ
い
て
全
く
顧
み
な
い
人
間
で
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
学
問
」
日
仕
事
人
聞
が
し
ば
し
ば
妻
の
予
想
も
し
な
か
っ
た
反
撃
、
反
乱
の
仕
打
ち
に

あ
う
の
は
す
で
に
日
本
の
家
庭
史
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
お
住
は
、
「
家
」
の
内
の
育
児
や
台
所
に
封
印
さ
れ
た
女
で

あ
っ
た
。

不
思
議
に
も
学
問
し
た
健
三
の
方
が
此
点
に
於
て
却
っ
て
旧
式
で
あ
っ
た
。
自
分
は
自
分
の
為
に
生
き
て
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
主
義
を
実
現
し
た
が
り
な
が
ら
、
夫
の
為
に
の
み
存
在
す
る
妻
を
最
初
か
ら
仮
定
し

て
僚
か
ら
な
か
っ
た
。

「
あ
ら
ゆ
る
意
味
か
ら
見
て
、
妻
は
夫
に
従
属
す
べ
き
も
の
だ
」

二
人
が
衝
突
す
る
大
根
は
此
所
に
あ
っ
た
。

夫
と
独
立
し
た
自
己
の
存
在
を
主
張
し
ゃ
う
と
す
る
細
君
を
見
る
と
健
三
は
す
ぐ
不
快
を
感
じ
た
。
(
七
十
ご
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健
三
に
と
っ
て
妻
と
は
「
夫
の
為
に
の
み
存
在
す
る
」
「
従
属
」
物
で
あ
っ
た
。
女
の
人
権
を
無
視
す
る
こ
の
健
三

281 



に
お
住
が
「
男
ほ
ど
手
前
勝
手
な
も
の
は
な
い
と
い
ふ
大
き
な
反
感
」
(
七
十
)
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
健
三
と

お
住
の
対
立
・
葛
藤
の
板
は
ま
ず
こ
の
「
夫
と
独
立
し
た
自
己
の
存
在
を
主
張
」
す
る
こ
と
を
「
不
快
」
に
思
う
健
三

の
女
性
蔑
視
の
感
性
で
あ
っ
た
。
語
り
手
は
、
そ
う
い
う
健
三
を
「
頭
の
力
で
抑
へ
つ
け
た
が
る
男
」
(
十
)
、
「
彼
の

道
徳
は
何
時
で
も
自
分
に
始
ま
っ
た
。
さ
う
し
て
自
己
に
終
る
ぎ
り
で
あ
っ
た
」
(
五
十
七
}
と
正
当
に
批
判
し
て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
お
住
を
「
夫
を
打
ち
解
げ
さ
せ
る
天
分
も
技
量
も
自
分
に
十
分
具
へ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
実
に
は

全
く
無
頓
着
」
(
十
四
)
で
、
「
理
知
に
富
ん
だ
性
質
で
は
な
」
(
六
十
五
)
く
、
い
た
ず
ら
に
「
限
に
見
え
る
も
の
」
(
九

十
八
)

H
「
手
腕
」
(
七
十
七
)
を
大
切
に
す
る
女
と
し
て
裁
い
て
い
る
。
た
し
か
に
、
乙
と
に
は
、
健
一
一
一
は
「
教
育
が

違
ふ
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
」
さ
=
と
横
柄
に
構
え
、
お
住
は
「
手
前
味
噌
よ
」
(
同
)
「
大
風
呂
敷
」
(
同
)
と
し
て
の

の
し
る
と
い
う
和
解
し
よ
う
の
な
い
夫
婦
の
構
図
が
あ
る
。
語
り
手
は
、
「
二
人
共
自
分
の
有
り
て
ゐ
る
欠
点
の
大
部

分
に
は
決
し
て
気
が
付
か
な
」
(
七
十
三
)
い
「
陳
腐
」
(
十
八
)
な
夫
婦
だ
と
批
評
し
て
い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
一
見
、
「
神
の
眼
」
の
よ
う
な
語
り
手
の
公
平
な
こ
う
し
た
裁
き
は
果
た
し
て
正
し
い
裁
き
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
う
か
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
自
分
は
自
分
の
為
に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
主

義
」
日
〈
自
己
本
位
〉

H
個
人
主
義
を
様
梼
し
な
が
ら
、
し
か
し
、
「
夫
と
独
立
し
た
」
女
の
「
存
在
」
を
認
め
な
い

男
の
た
だ
の
暴
力
的
な
「
身
勝
手
」
さ
で
は
な
い
か
。
妻
は
健
三
の
一
言
っ
て
い
る
己
と
H

〈
観
念
〉
と
や
っ
て
い
る
こ

と
H

〈
感
性
〉
の
矛
盾
に
気
付
き
、
そ
の
偽
善
性
を
衝
く
乙
と
で
「
尊
敬
を
受
け
た
け
れ
ば
、
受
け
ら
れ
る
丈
の
実
質

を
有
っ
た
人
聞
に
な
っ
て
自
分
の
前
に
出
て
来
る
が
好
い
。
夫
と
い
ふ
肩
書
な
ど
は
無
く
と
も
構
は
な
い
か
ら
」
(
七
十

ご
と
一
言
っ
て
い
る
の
で
、
お
お
よ
そ
妻
お
住
の
「
夫
を
打
ち
解
け
さ
せ
る
天
分
も
技
量
」
も
あ
る
い
は
「
理
知
に
富

ん
だ
性
質
」
も
、
そ
し
て
ま
た
「
手
腕
」
{
七
十
七
)
を
大
切
に
す
る
価
値
観
も
無
関
係
で
は
な
い
か
。

健
三
は
自
分
が
や
っ
て
い
る
「
学
問
」
を
最
高
の
価
値
と
し
て
他
を
下
位
に
序
列
化
し
、
そ
の
意
識
を
き
し
て
あ
や
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し
む
こ
と
も
な
く
生
き
て
い
る
男
で
あ
っ
た
。
お
住
は
、
夫
の
仕
事
H

「
学
問
」
に
理
解
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
中
身
に
は
精
通
し
て
は
い
ま
い
。
た
だ
、
自
分
と
直
接
毎
日
接
す
る
局
面
で
見
せ
る
夫
の
妻
へ
の
差
別
的
、

暴
力
的
な
感
性
が
た
ま
ら
な
く
嫌
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
健
三
か
ら
夫
を
和
ま
せ
る
「
天
分
」
「
技

量
」
を
要
求
さ
れ
て
も
、
ま
た
、
「
理
知
」
の
必
要
を
説
か
れ
、
価
値
観
の
貧
し
さ
を
突
か
れ
た
と
し
て
も
素
直
に
な

れ
ず
、
す
べ
て
を
鹿
理
屈
と
し
て
し
か
受
げ
止
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
自
分
が
や
っ
て
い
る
仕
事

u
「
学
問
」
を
絶
対
的
な
価
値
と
す
る
健
三
は
お
住
に
対
し
て
の
み
差
別
的
、

暴
力
的
に
対
応
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
お
住
の
父
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
。
妻
が
た
ま
ら
な
く
な
る
の

は
当
然
で
あ
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
ぉ
住
に
は
、
自
に
見
え
る
も
の
H
手
腕
、
金
で
男
を
評
価
す
る
皮
相
な
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
れ
が
、
目
に
見
え
な
い
「
人
格
」
や
「
徳
」
に
重
き
を
置
き
、
は
た
ま
た
偽
善
的
な
「
義
理
」
に
縛
ら
れ
て
揺

れ
動
く
健
三
へ
の
不
満
、
不
平
と
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
分
の
父
を
「
尊
敬
」
す
る
お
住
の
心
理
の
背
後
に
は
、

自
分
の
父
を
下
位
と
し
て
序
列
化
さ
れ
た
お
住
の
反
抗
心
が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
健
三
・
お
住
夫
婦
に
お
い

て
ま
ず
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
「
学
問
」
を
絶
対
的
な
価
値
と
す
る
健
三
の
価
値
意
識
と
他
者
(
女
)
の
「
存
在
」
を

容
認
し
な
い
人
権
性
の
欠
如
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
健
三
の
差
別
的
、
暴
力
的
な
価
値
観
・
感
性
が
夫
婦
の
対
立
・

葛
藤
の
直
接
の
原
因
で
あ
っ
た
。
委
お
住
の
批
判
は
す
べ
て
そ
こ
に
向
か
っ
て
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
健

三
は
こ
う
し
た
妻
の
批
判
を
受
信
す
る
能
力
が
な
く
、
し
ぶ
と
い
、
形
式
張
っ
た
女
、
「
技
巧
」
(
九
)
す
る
女
と
し
て

退
け
、
そ
こ
に
父
親
の
陰
を
嘆
ぎ
つ
ザ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
灸
田
和
夫
は
前
出
論
文
に
お
い
て
、
お
住
を
「
功
利
的
、

皮
相
的
現
実
主
義
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
」
女
と
し
て
、
「
ひ
と
り
健
三
の
み
が
、
己
れ
の
自
立
を
賭
し
て
、
内
発
的
に

近
代
を
骨
肉
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
が
、
か
な
り
偏
狭
な
語
り
手
サ
イ
ド
に
立
ち
過
ぎ
た
評
価
だ

と
言
え
る
。
し
か
し
、
確
認
し
て
お
付
ば
、
こ
の
い
さ
さ
か
健
三
に
甘
い
語
り
手
の
偏
狭
さ
も
や
が
て
克
服
さ
れ
て
い
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く
こ
と
に
な
る
。
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然
し
起
き
て
膳
に
向
っ
た
時
、
彼
に
は
微
か
な
寒
気
が
背
筋
を
上
か
ら
下
へ
伝
は
っ
て
行
く
や
う
な
感
じ
が
あ

っ
た
。
そ
の
後
で
激
し
い
嘘
が
二
つ
ほ
ど
出
た
。
傍
に
ゐ
た
細
君
は
黙
っ
て
ゐ
た
。
健
三
は
何
も
云
は
な
か
っ
た

が
、
腹
の
中
で
は
斯
う
し
た
同
情
に
乏
し
い
細
君
に
対
す
る
厭
な
心
持
を
意
識
し
つ
〉
箸
を
取
っ
た
。
細
君
の
方

で
は
ま
た
夫
が
何
故
自
分
に
何
も
か
も
隔
意
な
く
話
し
て
、
能
動
的
に
細
君
ら
し
く
振
舞
は
せ
な
い
の
か
と
、
そ

の
方
を
却
て
不
愉
快
に
思
っ
た
。
(
九
)
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さ
て
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
奪
い
合
う
愛
で
あ
る
。
こ
の
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤
の
根
っ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た

ち
で
人
間
関
係
を
作
り
上
げ
て
来
た
か
の
感
性
の
問
題
が
介
在
し
て
い
た
。
新
し
い
人
間
関
係
あ
結
び
あ
っ
た
二
人
で

あ
る
が
、
そ
の
人
間
関
係
の
取
り
方
は
、
そ
れ
以
前
の
人
間
関
係
の
あ
り
よ
う
に
多
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
健
三
は
基

本
的
に
、
人
聞
を
措
疑
の
眼
で
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
不
幸
な
感
性
を
背
負
っ
て
い
た
。
「
比
較
的
自
由
な
空
気

を
呼
吸
」
(
七
十
ご
し
て
育
ち
、
夫
へ
の
従
属
を
喜
ぶ
女
な
ど
「
今
時
そ
ん
な
女
が
何
所
の
固
に
ゐ
る
も
ん
で
す
か
」

(
七
十
}
と
な
じ
る
「
存
外
新
ら
し
い
点
」
(
七
十
こ
を
持
っ
た
お
住
も
ま
た
愛
情
は
与
え
ら
れ
る
も
の
と
決
め
て
か
か

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
ま
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
言
葉
の
介
在
し
な
い
身
体
反
応
か
ら
何
を
し
て
ほ
し
い
か
読
み
取
れ
、
そ
れ

が
愛
情
の
深
さ
だ
と
す
る
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
健
三
の
愛
情
乞
食
性
(
暴
力
性
)
で
あ
る
。
人
に
愛
情
を
注
ぐ
の
で
は
な

く
、
た
え
ず
他
者
か
ら
愛
情
を
奪
お
う
と
す
る
性
癖
の
所
有
者
こ
そ
健
三
と
い
う
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
た
え
ず
他
者

に
猪
疑
心
の
目
を
向
け
、
他
者
を
自
己
の
歪
ん
だ
限
で
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
。
自
分
だ
妙
に
無
条
件
に
愛
を
注
ぐ
こ
と

を
求
め
る
幼
児
的
で
、
そ
れ
だ
け
に
ひ
ど
く
暴
力
的
な
愛
情
乞
食
的
な
自
我
が
、
他
者
を
容
認
し
な
い
差
別
的
、
暴
力

的
な
健
三
の
価
値
観
・
感
性
の
背
後
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
こ
の
自
我
こ
そ
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤

の
根
で
あ
っ
た
。
健
三
が
他
者
と
し
て
の
お
住
を
発
見
で
き
ず
、
そ
の
認
識
の
枠
を
壊
せ
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
せ
い
ぜ
い
自
分
も
悪
い
が
お
前
も
悪
い
、
だ
か
ら
一
緒
に
変
わ
ろ
う
と
い
う
程
度
の
も
の

で
、
自
分
自
ら
ま
ず
変
わ
る
と
い
う
意
識
が
つ
ゆ
ほ
ど
も
な
い
。
実
は
、
「
道
草
」
の
夫
婦
の
葛
藤
劇
が
終
駕
の
兆
し

が
見
え
な
い
の
は
、
手
放
そ
う
と
し
な
い
健
三
の
こ
う
し
た
他
者
(
お
住
)
を
容
認
し
な
い
幼
児
的
〈
自
我
〉
の
た
め

で
あ
っ
た
。
自
分
へ
の
愛
を
求
め
る
妻
は
、
夫
へ
の
愛
の
献
身
の
み
を
求
め
る
健
三
の
幼
児
的
自
我
に
向
け
て
絶
え
ず

抗
議
の
信
号
を
送
っ
て
い
た
。
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
そ
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
の
時
は
、
即
物
的
な
同
情
か
ら

「
慈
愛
」
(
七
十
八
)
の
心
が
健
三
に
兆
す
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
生
む
性
の
自
然
性
に
よ
っ
て
お
往
を
容
認
す
る
時

《誌

2
M

も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
健
三
は
、
愛
情
乞
食
た
る
自
己
の
幼
児
的
な
〈
自
我
〉
こ
そ
ま
ず
優
先
的
に
変
革
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う

境
地
へ
と
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
道
草
」
に
お
い
て
神
や
自
然
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
や
自
然
に

救
い
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
健
三
の
自
我
が
変
わ
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
道
草
」
の
健

三
は
、
神
や
自
然
の
要
請
に
先
立
っ
て
ま
ず
自
分
が
変
わ
る
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
H
他
者
、
お
住
が

変
わ
る
の
だ
と
い
う
単
純
な
真
理
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
男
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
健
三
の

幼
児
期
の
「
不
幸
な
過
去
」
が
、
こ
の
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
自
我
を
生
成
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

健
三
、
お
住
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤
の
根
は
、
家
H

〈
日
常
〉
の
中
で
の
知
識
人
H
健
=
一
、
生
活
者
H
お
住
と
い
う
構

図
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
、
ま
た
、
健
三
が
「
徳
」
を
ベ

l
ス
と
す
る
人
間
関
係
に
価
値
を
求
め
て
い
る
の
に
、
お
住
が
、

「
手
腕
」
「
金
」
と
い
う
「
眼
に
見
え
る
も
の
」
に
価
値
を
お
い
て
い
る
と
い
う
価
値
観
の
対
立
に
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
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か
っ
た
。
ひ
と
え
に
妻
に
の
み
愛
の
献
身
を
要
求
す
る
健
三
の
愛
情
乞
食
的
な
い
び
つ
な
自
我
こ
そ
対
立
の
根
本
理
由

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
健
三
は
、
自
己
を
姉
や
養
父
と
同
じ
地
平
で
発
見
(
相
対
化
)
し
た
も
の
の
、
最
も
近
き
他

者
と
し
て
の
お
住
を
容
認
で
き
な
い
愛
情
乞
食
的
自
我
克
服
の
必
要
性
に
つ
い
て
深
く
自
覚
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

3 

変
貌
す
る
お
住
l
|妻
の
愛
想
づ
か
し
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お
住
の
方
は
ど
う
な
の
で
あ
る
う
か
。
お
住
は
、
女
の
人
権
を
求
め
る
〈
祈
レ
い
女
〉
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、

「
夫
の
権
利
を
認
め
る
女
」
(
十
四
)
で
あ
り
、
無
神
経
で
軽
薄
な
た
だ
飛
ん
で
い
る
だ
け
の
女
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
健
三
の
愛
情
乞
食
的
な
〈
自
我
〉
に
直
面
し
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を
起
こ
す
ほ
ど
に
神
経
質
な
面
を
持
つ
女
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
す
で
に
、
渡
辺
澄
子
は
、
「
『
道
草
』
論
」
(
「
大
東
文
化
大
学
紀
要
』
第
勾
号
、
引
・

3
)

に
お
い

て
、
お
住
の
「
被
害
者
」
性
を
捉
え
、
幼
年
期
の
「
運
命
的
出
生
の
不
幸
」
か
ら
く
る
「
歪
ん
だ
女
性
観
、
素
直
に
ひ

と
の
好
意
を
受
容
で
き
ぬ
性
情
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
健
三
の
不
幸
」
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
健
三
が
「
彼
の
心
の
う
ち
に
は
死
な
な
い
細
君
と
、
丈
夫
な
赤
ん
坊
の
外
に
、
免
職
に
な
ら
う
と
し
て

な
ら
ず
に
ゐ
る
兄
の
事
が
あ
っ
た
。
哨
息
で
艶
れ
ゃ
う
と
し
て
未
だ
舞
れ
ず
に
ゐ
る
姉
の
事
が
あ
っ
た
。
新
ら
し
い
位

地
が
手
に
入
る
や
う
で
ま
だ
手
に
入
ら
な
い
細
君
の
父
の
事
が
あ
っ
た
。
其
他
島
田
の
事
も
お
常
の
事
も
あ
っ
た
。
さ

う
し
て
自
分
と
是
等
の
人
々
と
の
関
係
が
皆
な
ま
だ
片
付
か
ず
に
ゐ
る
と
い
う
事
も
あ
っ
た
。
」
{
八
二
)
と
し
て
「
片

付
か
」
な
さ
を
口
に
し
は
じ
め
る
頃
か
ら
、
お
住
も
ま
た
「
片
付
か
」
ぬ
問
題
と
し
て
健
三
を
捉
え
、
静
か
な
愛
想
づ

か
し
を
始
め
て
い
る
。
夫
の
一
つ
一
つ
の
言
動
に
矛
盾
、
偽
善
、
横
暴
を
嘆
ぎ
と
り
、
神
経
質
に
対
応
し
て
い
た
お
住

は
逸
速
く
、
「
夫
の
言
葉
を
戯
談
半
分
に
聴
い
て
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
」
(
八
十
二
}
て
い
た
。
愛
の
み
を
求
め
な
い

心
の
ゆ
と
り
H
断
念
、
敗
北
、
諦
め
が
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
単
に
三
人
の
子
供
の
母
に
な
っ
た
余
裕
か
ら
そ
う

な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
お
住
は
、
書
斎
(
健
三
だ
け
の
私
空
間
)
に
入
る
健
三
に
嫉
妬
を
燃
や
す
こ
と
も
な
く
、

女
と
母
と
を
逸
速
く
分
離
す
る
こ
と
で
〈
家
V

の
内
側
で
の
妻
の
ス
タ
ン
ス
を
獲
得
し
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て
子
供
と
の

世
界
を
共
有
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
お
住
は
、
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
は
「
女
房
や
子
供
に
対

す
る
情
合
が
欠
け
て
ゐ
る
」
(
八
士
ニ
)
と
い
い
、
「
僻
ん
だ
限
」
(
九
十
八
)
を
持
つ
健
三
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
批
判
す
る

よ
う
に
な
る
。
健
三
は
い
よ
い
よ
自
分
が
見
え
な
く
な
り
、
「
段
々
こ
ん
が
ら
か
っ
て
来
」
(
同
)
る
。
お
住
の
言
葉
が

健
三
の
自
我
の
根
底
|
i愛
情
乞
食
性
を
街
き
、
健
一
一
一
と
い
う
人
間
の
全
体
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

実
際
、
健
三
は
幼
時
の
愛
情
乞
食
的
な
自
我
を
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
き
た
人
間
で
あ
り
、
「
家
」
と
い
う
機
構
が
要
求

す
る
役
割
さ
え
十
分
果
し
て
い
な
い
男
で
あ
っ
た
。

健
三
は
〈
家
〉
を
中
心
と
し
て
見
た
場
合
、
様
々
な
顔
(
ベ
ル
ソ
ナ
)
を
も
っ
て
い
る
。
妻
に
対
す
る
夫
、
子
供
に

対
す
る
父
、
養
父
母
に
対
す
る
養
子
(
独
り
っ
子
)
、
実
父
に
対
す
る
息
子
会
一
男
)
、
姉
兄
に
対
す
る
弟
、
比
回
に
対

す
る
義
弟
、
妻
の
父
に
対
す
る
義
理
の
息
子
、
そ
し
て
社
会
的
に
は
大
学
で
講
義
す
る
学
者
、
先
生
と
い
う
顔
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
道
草
」
全
編
を
通
じ
て
感
じ
る
こ
の
男
の
印
象
で
は
、
子
供
に
対
す
る
父
と
し
て
の
意
識
の
希
薄
あ
る
い

は
薄
情
き
で
あ
ろ
う
。
夫
と
し
て
の
権
力
意
識
の
突
出
に
較
べ
れ
ば
異
常
と
も
恩
わ
れ
る
父
H
保
護
者
意
識
の
希
薄
さ

こ
そ
、
健
三
と
い
う
一
人
の
人
間
の
特
性
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
男
の
不
幸
な
幼
少
体
験
、
つ
ま
り
、
標
準
的

な
父
の
モ
デ
ル
の
喪
失
体
験
が
本
能
的
に
〈
父
〉
で
あ
る
こ
と
へ
の
生
理
的
な
嫌
悪
感
な
り
、
と
ま
ど
い
の
感
覚
を
作

り
出
し
て
い
た
。
健
三
に
は
一
家
の
長
と
し
て
の
責
任
感
な
り
、
倫
理
観
が
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼

が
家
計
の
苦
し
さ
を
妻
か
ら
訴
え
ら
れ
過
度
に
働
く
の
は
男
性
意
識
か
ら
で
あ
っ
て
、
い
い
意
味
で
の
父
性
性
か
ら
で

は
な
い
。
こ
の
男
に
と
っ
て
機
能
・
役
割
と
し
て
の
父
性
性
と
男
性
性
(
夫
)
は
未
分
化
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
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養
父
島
田
の
登
場
に
際
し
て
、
ま
ず
委
に
告
げ
る
こ
と
も
な
く
、
い
そ
い
そ
と
姉
に
相
談
に
行
く
と
い
う
不
自
然
さ
を

不
自
然
と
も
思
わ
ず
実
行
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
妻
お
住
は
、
夫
、
男
と
し
て
の
論
理
の
横
暴
さ
に
だ
け
不
満

が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

お
住
は
、
「
家
」
の
父
と
し
て
の
役
割
意
識
希
薄
な
健
三
と
異
な
り
、
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
「
家
」
の
役
割
を
引

き
受
け
る
女
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
お
住
は
そ
っ
と
健
三
の
財
布
に
金
を
し
の
ば
せ
る
配
慮
を
み
せ
、
ま
た
、
実
父
の

零
落
を
恥
じ
る
こ
と
も
な
く
、
健
三
の
古
い
オ
ー
バ
ー
を
寒
い
よ
り
は
ま
し
と
父
に
あ
げ
た
り
も
す
る
。
お
住
は
、
父

を
絶
対
化
し
て
生
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
「
外
部
ば
か
り
飾
っ
て
生
き
て
ゐ
る
人
間
」
(
九
十
八
)

で
も
な
か
っ
た
。
と
も
か
く
、
そ
れ
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
結
果
だ
と
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
良
妻
賢
母
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
内
面
化
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
が
家
制
度
を
容
認
す
る
こ
と
で
家
の
内
側
で
の
権
力
を
め
ざ
す

女
の
哀
し
い
〈
立
身
出
世
〉
版
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
お
住
は
愛
の
対
象
と
し
て
の
み
健
三
を
眺
め
る
の
で
は
な
く
、

あ
る
種
の
ス
タ
ン
ス
を
持
っ
て
眺
め
ら
れ
る
女
に
変
貌
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

断
っ
て
お
け
ば
、
こ
の
夫
婦
は
憎
悪
の
言
葉
を
た
が
い
に
ぶ
つ
け
て
罵
り
あ
っ
て
ば
か
り
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
多

く
は
た
が
い
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
語
り
手
の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
健
三
、
お
住
と
す
る
短
絡
は
避
け
た

い
。
た
し
か
に
、
お
住
は
「
父
を
何
か
に
つ
け
て
標
準
に
置
き
た
が
る
」
(
八
十
四
)
女
で
あ
っ
た
。
健
三
は
、
そ
の
た

め
「
金
」
「
手
腕
」
の
価
値
観
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
り
も
し
た
。
し
か
し
、
健
三
に
は
お
住
の
父
へ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

が
ま
ず
あ
り
、
そ
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
た
め
、
健
三
が
必
要
以
上
に
お
住
の
父
を
下
位
と
し
て
序
列
化
し
た
た
め
お

住
が
心
理
的
対
抗
上
、
実
父
を
持
ち
上
げ
る
と
い
う
事
情
が
介
在
し
て
も
い
た
。
実
際
、
お
住
の
父
の
没
落
に
つ
れ
て
、

健
三
に
義
父
へ
の
心
理
的
な
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
幼
年
期
の
健
三
の
不
幸
な
生
い
立
ち
を
知
る
に
連

れ
て
、
お
住
に
も
健
三
へ
の
同
情
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
限
り
で
夫
婦
の
対
立
・
葛
藤
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内注

gv

を
単
純
に
絶
望
視
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。

「
安
心
す
る
か
ね
」

「
え
〉
安
心
よ
。
す
っ
か
り
片
付
い
ち
ゃ
つ
た
ん
で
す
も
の
」

「
ま
だ
中
々
片
付
き
ゃ
し
な
い
よ
」

「
何
う
し
て
」

「
片
付
い
た
の
は
上
部
丈
ぢ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
御
前
は
形
式
張
っ
た
女
だ
と
い
ふ
ん
だ
」

細
君
の
顔
に
は
不
審
と
反
抗
の
色
が
見
え
た
。

「
ぢ
や
何
う
す
れ
ば
本
当
に
片
付
く
ん
で
す
」

「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
で
も
の
は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
。
一
週
起
っ
た
事
は
何
時
迄
も
続
く
の
さ
。
た
y
色
々

な
形
に
変
わ
る
か
ら
他
に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る
丈
の
事
さ
」

健
三
の
口
調
は
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
か
っ
た
。
細
君
は
黙
っ
て
赤
ん
坊
を
抱
き
上
げ
た
。
「
お
〉
好
い
子

だ
/
¥
。
御
父
さ
ま
の
仰
し
ゃ
る
事
は
何
だ
か
ち
っ
と
も
分
り
ゃ
し
な
い
わ
ね
」

細
君
は
斯
う
云
ひ
/
¥
、
幾
度
か
赤
い
頬
に
接
吻
し
た
。
(
百
二
)
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こ
れ
は
有
名
な
「
道
草
」
最
後
の
健
三
・
お
住
夫
婦
の
会
話
で
あ
る
。
妻
は
「
す
っ
か
り
片
付
い
ち
ゃ
つ
た
」
と
回
ゅ

う
が
、
健
三
は
、
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
で
も
の
は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
。
一
遍
起
っ
た
事
は
何
時
迄
も
続
く
の
さ
。

た
y
色
々
な
形
に
変
わ
る
か
ら
他
に
も
自
分
に
も
解
ら
な
く
な
る
丈
の
事
さ
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
た
し
か
に
、
養

父
に
百
円
贈
与
す
る
こ
と
で
、
養
父
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
げ
り
が
つ
い
た
わ
け
だ
か
ら
「
片
付
い
」
た
と
い
う
お
住
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は
誤
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
相
手
の
あ
る
こ
と
だ
か
ら
い
つ
何
時
、
「
色
々
な
形
」
に
変
わ
っ
て
現
れ
る
や
も
し
れ
ず
、

そ
の
限
り
で
は
健
三
の
言
い
分
が
当
た
っ
て
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
そ
ん
な
事
の
正
否

で
は
な
く
、
お
住
の
明
る
い
落
ち
着
き
に
対
し
健
三
の
暗
い
い
ら
い
ら
し
た
振
る
舞
い
の
対
照
性
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

は
、
養
父
事
件
に
ど
う
本
人
ら
が
か
か
わ
っ
た
か
の
関
わ
り
方
の
違
い
が
認
識
・
振
る
舞
い
の
差
と
な
っ
て
表
面
化
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
お
住
は
養
父
事
件
を
通
し
て
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
健
三
が
見
え
て
来
た
の
で
あ
り
、
一
種
の
諦
め
、

愛
想
づ
か
し
か
ら
逸
速
く
女
と
母
の
分
離
を
成
し
遂
げ
、
妻
と
し
て
の
ス
タ
ン
ス
を
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
家
の
内
側

で
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
獲
得
し
た
女
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
お
住
は
、
い
さ
さ
か
余
裕
を
も
っ
て
、
あ
た
か
も
幼
児

を
母
が
い
た
わ
る
や
さ
し
さ
を
も
っ
て
「
御
父
さ
ま
の
仰
し
ゃ
る
事
は
何
だ
か
ち
っ
と
も
分
り
ゃ
し
な
い
わ
ね
」
と
場

面
を
生
き
生
き
と
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
し
、
健
三
は
全
く
対
照
的
で
、
夫
の
威
厳
を
取
り
繕
い
な
が
ら
場
面

を
憂
穆
に
生
き
て
い
る
。
養
父
事
件
は
健
三
に
と
っ
て
失
っ
た
も
の
、
背
負
っ
た
も
の
の
方
が
大
き
く
、
お
住
の
よ
う

《詑
4
v

に
た
し
か
な
生
き
る
メ
ソ
ッ
ド
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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4 

日
本
の
近
代
に
作
む
男
|
|
あ
る
い
は
〈
片
付
か
な
さ
〉
の
問
題

「
遠
い
所
か
ら
帰
っ
て
来
て
駒
込
の
奥
に
所
帯
を
持
っ
た
」
健
三
は
、
養
父
の
登
場
に
よ
っ
て
改
め
て
親
類
縁
者
と
の

対
応
に
も
直
面
し
た
。
し
か
し
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
健
三
は
こ
れ
ら
の
他
者
な
る
も
の
と
う
ま
く
関
係
が
と
れ
ず
、

「
皆
な
ま
だ
片
付
か
ず
に
ゐ
る
」
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
養
父
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
一
応
、
金
で
解
決

さ
れ
て
は
い
る
。
「
義
理
」
と
「
徳
」
の
人
間
関
係
で
揺
れ
た
健
三
は
一
応
「
金
の
力
」
(
百
二
)
で
そ
の
「
面
倒
」

(
同
)
な
関
係
に
終
止
符
を
打
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
義
父
と
の
対
立
関
係
も
一
応
「
金
の
力
」
で
「
義
理
」
を
果
し

た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
い
ず
れ
も
「
好
意
」
(
百
三
で
「
己
は
精
一
杯
の
事
は
し
た
の
だ
」
{
七
十
五
)
と
い

う
自
己
満
足
は
あ
っ
て
も
、
本
当
の
人
間
関
係
は
ま
だ
「
片
付
か
」
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
養
母
の
お
常
に
し
て
も
、

金
を
ち
び
ち
び
や
る
だ
け
で
、
「
善
人
」
(
六
十
三
)
で
な
い
た
め
「
零
落
し
た
昔
の
養
ひ
親
を
引
き
取
っ
て
遺
る
事
も

出
来
」
(
同
)
ず
に
い
る
。
要
す
る
に
、
「
金
の
力
」
で
「
義
理
」
を
果
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
ど
ん
な
意
味

で
も
「
人
格
」
「
徳
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
一
つ
も
作
り
出
せ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
「
金
の
力
」
で
は
ど
う

す
る
こ
と
も
出
来
な
い
肝
心
な
妻
と
の
対
立
・
葛
藤
も
ま
だ
「
片
付
か
」
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
は
っ
き
り
し
て
い
る

こ
と
は
自
分
が
彼
ら
に
よ
っ
て
金
づ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
「
片
付
か
」
な
さ
の
最
大
の
も
の
は
、
煮
え
切
ら
な
い
中
途
半
端
性
(
軽
薄
さ
と
偽
善
性
)
を
一
貫
し
て

抱
え
て
い
る
健
三
そ
の
人
の
思
想
、
自
我
、
感
性
で
あ
っ
た
。
健
三
は
、
す
べ
て
の
面
で
二
極
に
引
き
裂
か
れ
た
状
態

で
生
き
て
い
る
。
「
金
」
や
「
手
腕
」
や
〈
実
用
〉
を
嫌
悪
し
な
が
ら
、
「
人
格
」
、
「
徳
」
、
〈
自
己
本
位
〉
の
原
理
を
一

貫
す
る
こ
と
が
で
き
ず
「
義
理
」
と
癒
着
し
、
女
性
の
「
人
格
」
、
「
徳
」
、
〈
自
己
本
位

v
u人
権
を
容
認
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
女
性
へ
の
差
別
意
識
を
強
固
に
抱
え
込
ん
で
も
い
た
。
お
住
は
、
健
三
の
こ
う
し
た
中
途
半
端
性
か
ら
く
る

矛
盾
、
偽
善
の
言
動
を
日
常
伎
の
地
平
で
見
詰
め
た
唯
一
の
目
撃
者
で
あ
り
、
ま
た
、
最
も
傷
付
い
た
犠
牲
者
で
あ
り
、

抗
議
者
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
健
三
の
思
想
、
自
我
、
感
性
の
中
途
半
端
性
は
、
は
じ
め
か
ら
語
り
手
の
仕
組
ん
で
い

た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
語
り
手
は
、
は
じ
め
か
ら
健
三
を
「
金
の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
が
彼
の
眼
に

這
入
っ
て
来
る
に
は
ま
だ
大
分
聞
が
あ
」
(
五
十
七
)
る
男
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
金

の
力
で
支
配
出
来
な
い
真
に
偉
大
な
も
の
」
と
は
何
か
、
語
り
手
は
は
っ
き
り
語
っ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
た
だ
、

そ
れ
が
、
「
眼
に
見
え
る
も
の
」

H
金
、
モ
ノ
の
世
界
を
越
え
た
人
間
の
や
さ
し
さ
、
愛
、
信
頼
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
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た
世
界
を
漠
然
と
さ
し
て
い
る
だ
ろ
う
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
界
の
構
成
の
た
め
に
は
、
何

よ
り
も
ま
ず
、
近
代
日
本
人
全
体
が
犯
さ
れ
て
い
る
〈
病
〉
|
|
一
囲
内
で
し
か
適
用
し
な
い
上
昇
的
自
我
(
幸
福
感
)

の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、
少
な
く
と
も
垂
直
の
価
値
意
識
か
ら
水
平
の
価
値
意
識
へ
と
転
ず
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
れ

ぞ
れ
の
文
脈
、
コ

l
F
を
持
っ
て
生
き
る
他
者
の
容
認
で
あ
る
。

帰
属
す
る
場
所
を
失
っ
た
健
三
は
、
立
身
出
世
、
上
昇
す
る
と
と
を
固
定
(
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
)
と
す
る
国
家

の
価
値
観
の
内
に
生
き
る
ほ
か
な
か
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
の
立
身
出
世
H
上
昇
す
る
こ
と
を
是

と
す
る
国
家
の
価
値
観
は
、
健
三
の
反
発
す
る
「
金
」
「
手
腕
」
〈
実
用
〉
の
世
界
を
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
の
世
界

と
し
て
容
認
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
健
三
が
い
く
ら
「
金
」
「
手
腕
」
〈
実
用
〉
を
是
と
す
る
価
値
観
へ
の
対
抗
と

し
て
「
人
格
」
「
徳
」
〈
自
己
本
位
〉
の
価
値
観
を
対
置
し
た
と
し
て
も
、
肝
心
の
立
身
出
世
H
上
昇
す
る
己
と
を
是

(
幸
福
)
と
す
る
国
家
の
価
値
観
(
上
昇
的
自
我
・
幸
福
観
)
を
根
本
的
に
変
革
し
な
い
限
り
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も

「
金
」
「
手
腕
」
〈
実
用
〉
を
是
と
す
る
価
値
観
を
突
き
崩
す
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
道
草
」

の
健
三
が
、
〈
近
代
〉
の
「
実
質
」
の
世
界
に
「
大
分
間
」
が
あ
っ
て
行
け
ず
、
「
途
中
で
引
懸
っ
て
」
(
九
十
七
)
い
る

男
と
し
て
「
道
草
」
の
中
に
あ
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
健
三
は
、
洋
行
帰
り
の
「
誇
り
と
満
足
」
は

「
見
捨
て
」
た
よ
う
だ
。
そ
の
限
り
で
、
も
は
や
「
黒
い
髭
を
生
し
て
山
高
帽
を
被
っ
た
」
自
信
に
満
ち
た
健
三
は
そ

こ
に
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
誇
り
と
満
足
」
の
背
後
に
あ
る
上
昇
的
自
我
と
生
来
的
な
幼
児
的
自
我
は
、

「
見
捨
て
」
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
上
昇
的
自
我
と
幼
児
的
自
我
の
動
揺
が
あ
り
、
事
実
、
そ
れ

故
に
、
健
三
は
深
い
存
在
論
的
懐
疑
と
虚
無
を
抱
え
て
作
む
男
と
し
て
作
中
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
道
草
」
に
お
い
て
特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
島
田
を
還
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な

っ
た
こ
の
健
三
の
〈
存
在
論
的
懐
疑
と
虚
無
V

H
空
虚
と
い
う
事
態
な
の
だ
。
な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
、
健
三
の
空
虚
を

日
本
の
未
成
熟
な
近
代
の
状
況
と
の
関
係
で
ア
ナ
ロ
ジ
ッ
ク
に
捉
え
、
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
過
去
を
喪
失
し

た
日
本
の
近
代
の
空
虚
、
西
洋
と
東
洋
の
文
化
の
狭
間
の
中
で
そ
の
感
性
、
自
我
、
身
体
を
引
き
裂
か
れ
宙
づ
り
の
状

態
の
中
に
あ
る
空
虚
、
目
指
す
べ
き
西
洋
近
代
に
到
達
で
き
ず
、
「
片
付
か
」
な
さ
を
抱
え
て
道
草
を
く
っ
て
い
る
空

虚
と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
し
か
し
、
健
三
が
「
道
草
」
で
直
面
し
て
い
る
空
虚
と
は
、
〈
先
進
|
後
進
〉
〈
進
ん
だ

意
識
|
遅
れ
た
意
識
V

の
図
式
の
中
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
も
、
あ
る
い
は
〈
知
識
人
1
民
衆
〉
の
図
式
の
中
で
解
決

さ
れ
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
健
三
は
自
他
未
分
の
幼
児
的
自
我
を
引
き
ず
り
、
し
か
も
一
園
内
で
し

か
通
用
し
な
い
日
本
近
代
固
有
の
上
昇
的
自
我
に
呪
縛
さ
れ
て
道
草
を
く
い
、
作
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
道
草
」
の
作
者
激
石
は
、
す
ぐ
に
は
妻
に
は
了
解
さ
れ
ぬ
こ
う
い
う
孤
独
・
課
題
を
背
負
っ
た
近
代
日
本
人
と
し
て

健
三
と
い
う
男
を
語
っ
た
。
こ
の
男
の
背
負
っ
た
存
在
論
的
懐
疑
と
虚
無
H
空
虚
を
通
し
て
日
本
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
、
そ
の
価
値
観
と
感
性
の
変
革
、
転
換
の
必
要
性
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

注
1

こ
の
男
の
物
語
を
、
例
え
ば
、
江
藤
淳
は
、
す
で
に
、
「
道
草
|
|
日
常
生
活
と
思
想
」
(
『
三
回
文
学
』
日
・

8
)

の
中
で
、
「
こ

の
小
説
の
過
程
は
、
知
的
並
び
に
倫
理
的
優
越
者
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
健
三
出
、
実
は
自
ら
の
軽
践
の
対
象
で
あ
る
他
人
と
同
一
の

平
面
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
る
幻
滅
の
過
程
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
こ
こ
に
あ
る
「
主
題
」
は
、
激
石
の
成
功
作

が
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
自
己
発
見
」
の
主
題
で
あ
る
」
と
し
、
ま
た
、
立

制」

(
ω
.
9
、
有
梢
堂
)
の
中
で
、
「
彼
が
、
彼
の
批
判
し
軽
蔑
し
て
い
る
人
々
と
実
は
同
質
の
人
間
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら

か
に
し
た
作
品
『
道
草
』
の
窓
味
を
強
調
し
た
い
」
と
し
て
い
ず
れ
も
〈
普
通
の
人
間
v

に
な
る
物
語
と
し
て
い
る
。

注
2

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
唯
一
の
外
交
的
解
決
策
」
(
江
藤
淳
、
前
出
)
あ
る
い
は
、
自
然
の
「
非
情
な
平
等
性
」
の
発
見
(
柄
谷

行
人
「
意
識
と
自
然
|
|
歌
石
試
論
」
〈
『
群
像
』

ω
・
6
、
『
畏
怖
す
る
人
間
」
叩
・

4
、
弘
、
樹
社
〉
)
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

注
3

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
小
探
勝
美
が
『
透
谷
と
激
石
ー

l
自
由
と
民
権
の
文
学
」
(
但
・

6
、
双
文
社
出
版
)
の
中
で
、
健
三
と
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他
者
と
の
関
係
を
〈
断
絶
V

だ
け
で
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
〈
断
絶
〉
の
底
に
あ
る
愛
の
賛
歌
を
読
み
と
る
必
要
を
す
で
に
指
摘
し

て
い
る
。

注
4

宮
封
一
郎
は
、
「
『
道
草
」
論
」
(
『
激
石
の
世
界
』

U
・
凶
、
講
談
社
)
に
お
い
て
、
こ
の
場
面
を
「
ど
ん
な
に
淋
し
く
と
も
、
人

聞
は
お
の
れ
の
道
を
行
く
よ
り
ほ
か
に
生
き
る
途
は
な
い
と
い
う
、
健
三
の
絶
望
に
似
た
孤
独
の
諦
念
を
、
そ
の
底
に
た
た
え
て
、

「
吐
き
出
す
様
に
苦
々
し
」
い
口
調
で
語
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

本
本
稿
は
、
一
九
九
四
年
三
月
二
十
日
の
日
文
協
近
代
部
会
月
例
報
告
{
「
夏
目
激
石
「
道
草
」
)
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

*
本
文
引
用
は
、
新
潮
文
庫
『
道
草
』
(
郎

-m、
新
潮
社
)
に
よ
る
。
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