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は
じ
め
に

　

「
読
書
家
に
憧
れ
る
け
ど
読
書
が
メ
ン
ド
く
さ
い
１

」

　

こ
れ
は
、
漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。』
に
登
場
す
る
主
人
公
、
町

田
さ
わ
子
の
読
書
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
ど
う
し
た
ら
本
を

読
ま
ず
に
読
了
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
、
本
を
読
ま
ず

に
い
か
に
読
書
家
ら
し
く
振
舞
う
か
を
日
々
追
究
し
続
け
る
こ
と
が
彼
女

の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
漫
画
で
は
「『
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
』

の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
か
な
り
繰
り
返
し
観
た
か
ら
そ
ろ
そ
ろ
原
作
も
読
ん
だ
こ
と
に

し
ち
ゃ
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
２

」
と
い
う
可
愛
げ
の
あ
る
発
言
を

し
た
り
、「
一
度
読
ん
だ
ら
も
う
二
度
と
読
む
前
に
は
戻
れ
な
い
。
読
む

前
の
ワ
ク
ワ
ク
感
を
失
っ
た
人
に
対
し
て
は
む
し
ろ
優
越
感
を
覚
え
る
３

」

と
い
う
、
も
っ
と
も
ら
し
い
言
い
訳
を
残
し
た
り
し
て
い
る
。

　

漫
画
に
お
い
て
、
町
田
さ
わ
子
を
取
り
囲
む
三
人
の
登
場
人
物
が
い
る
。

「
ひ
と
昔
前
に
流
行
っ
た
本
を
古
本
で
買
う
の
が
シ
ュ
ミ
４

」
と
い
う
遠

藤
君
、
「
小
学
生
の
頃
か
ら
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
を
続
け
て
約
10
年
５

」
と

い
う
長
谷
川
ス
ミ
カ
、
そ
し
て
「
ガ
チ
の
読
書
家
６

」
で
あ
り
Ｓ
Ｆ
に
入

れ
込
ん
で
い
る
神
林
栞
で
あ
る
。
全
く
異
な
る
趣
味
を
持
つ
が
故
に
関
わ

り
を
持
た
な
か
っ
た
四
人
で
あ
る
が
、
「
読
書
家
ぶ
り
た
い
」
と
日
々
試

行
錯
誤
す
る
町
田
さ
わ
子
に
叱
咤
を
加
え
た
り
、
助
言
し
た
り
す
る
う
ち

に
、
自
然
と
各
々
の
読
書
に
つ
い
て
語
り
合
う
よ
う
に
な
っ
て
行
く
。

　

読
書
に
対
し
て
最
も
怠
惰
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
町
田
さ

わ
子
が
存
在
し
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
こ
の
よ
う
な
読
書
活
動
の
場

を
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
漫

画
は
町
田
さ
わ
子
の
成
長
物
語
で
は
な
い
。
終
始
一
貫
し
て
本
を
読
ま
ず

に
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
方
法
を
模
索
し
続
け
て
い
る
彼
女
で
あ
る
が
、
ど

う
い
う
わ
け
か
読
書
家
た
ち
を
惹
き
つ
け
、
読
書
の
楽
し
み
を
語
ら
せ
て

し
ま
う
。
そ
し
て
終
に
は
、
「
読
書
家
ぶ
る
」
こ
と
を
目
指
す
町
田
さ
わ

子
と
自
分
た
ち
は
そ
う
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
ま
で
抱
か
せ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
読
了
を
目
指
さ
な
い
読
書
と
い
う
町
田
さ
わ
こ
の

読
書
活
動
は
、
な
ぜ
読
書
家
た
ち
を
魅
了
し
、
終
に
は
自
ら
と
同
等
で
あ

〈
周
縁
的
読
書
活
動
〉
に
お
け
る
「
個
体
」
的
あ
り
方
に
つ
い
て

　
　
　
　
―
―
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。』
に
見
る
テ
ク
ス
ト
の
快
楽

新
妻
　
千
紘
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る
と
認
め
さ
せ
て
し
ま
う
の
か
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
恐
ら
く
、
町
田

さ
わ
子
の
読
書
に
対
す
る
独
特
の
姿
勢
に
は
、
そ
れ
を
目
に
す
る
人
々
に

向
け
て
、
「
読
書
と
は
何
か
」
「
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
と
は
ど
う
い
う
も

の
か
」
と
い
う
問
い
を
誘
発
す
る
何
か
が
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
問
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
読

書
に
お
け
る
我
々
の
楽
し
み
が
何
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
考
え

て
み
た
い
。

第
一
章　

 

漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』
に
お
け
る
町
田
さ
わ
子
が
果

た
し
て
い
る
役
割

（
１
）
町
田
さ
わ
子
の
強
固
な
こ
だ
わ
り
に
見
る
主
観
性
の
現
わ
れ

　

ま
ず
、
町
田
さ
わ
子
自
身
が
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
か
、
彼
女
独
自
の
読
書
活
動
の
実
態
を
見
る
こ
と
で
検
討
し
て

い
き
た
い
。
漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』
の
冒
頭
は
、
タ
イ
ト
ル
の

由
来
を
説
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
「
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
」
と
は
、
町

田
が
考
案
し
た
自
身
の
あ
だ
名
で
あ
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
劇
作
家
、
バ
ー

ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
の
名
前
を
勘
違
い
し
て
用
い
て
い
る
７

わ
け
で
あ
る
が
、

か
っ
こ
い
い
と
思
わ
れ
る
読
書
に
関
す
る
知
識
を
正
否
に
関
わ
ら
ず
と
り

あ
え
ず
使
っ
て
み
る
と
い
う
の
が
彼
女
の
楽
し
み
方
の
一
つ
で
あ
る
。

　

ふ
ざ
け
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
言
動
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方

で
、
町
田
が
考
え
る
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
に
は
、
確
固
た
る
こ
だ
わ
り

が
あ
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
『
あ
ら
す
じ
で
わ
か
る
世
界
の
名
作

文
学
』
を
紹
介
し
た
遠
藤
君
に
対
し
て
、
「
あ
ら
か
じ
め
仕
組
ま
れ
た
お

仕
着
せ
の
あ
ら
す
じ
で
読
ん
だ
気
に
な
る
な
ん
て
読
書
を
冒
涜
し
て
い
る

と
し
か
思
え
な
い
」
「
読
ん
で
な
い
本
を
読
ん
だ
気
に
な
る
の
に
楽
を
す

る
な
！！
」と
、
彼
女
は
真
剣
に
ま
く
し
た
て
る
８

。
続
け
て
述
べ
ら
れ
た
「
あ

ら
す
じ
本
を
読
む
の
っ
て
『
私
は
読
書
家
に
な
る
の
を
あ
き
ら
め
ま
す
』

宣
言
を
自
分
に
下
す
行
為
だ
か
ら
全
然
気
持
ち
よ
く
読
め
な
い
９

」
と
い

う
言
葉
か
ら
は
、
読
書
に
対
し
て
極
め
て
明
確
な
理
想
を
描
い
て
お
り
、

そ
れ
に
到
達
で
き
な
い
ま
で
も
自
分
な
り
に
真
摯
な
努
力
を
重
ね
て
い
る

こ
と
が
伺
え
る
。

　

町
田
さ
わ
子
が
描
く
読
書
に
対
す
る
理
想
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
推
察
で
き
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
10

。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時

を
求
め
て
』
に
挑
戦
し
た
町
田
は
、
長
す
ぎ
る
描
写
に
す
ぐ
さ
ま
挫
折
し
、

ど
ん
な
本
で
も
長
い
と
い
う
こ
と
自
体
が
一
つ
の
欠
点
な
の
で
は
な
い
か

と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
女
が
「
人
に
ス
ス
メ
た
い
最
高
に
読

み
や
す
く
て
最
高
に
面
白
い
本
」
は
『
さ
ま
ぁ
～
ず
の
悲
し
い
ダ
ジ
ャ
レ
』

で
あ
る
。
一
行
か
ら
二
行
ほ
ど
の
ダ
ジ
ャ
レ
と
つ
っ
こ
み
の
応
酬
で
構
成

さ
れ
た
本
は
、
町
田
が
日
々
憧
れ
て
い
る
古
典
的
名
著
で
あ
る
と
は
と
て

も
言
え
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
は
「
超
面
白
い
」「
大
好
き
だ
」
と
評
し
て
、

「
ガ
チ
な
読
書
家
」
で
あ
る
神
林
栞
に
熱
心
に
薦
め
る
の
で
あ
る
。

　

町
田
は
、
単
純
に
読
書
に
対
し
て
怠
惰
で
あ
る
と
言
う
よ
り
は
、
自
ら

の
主
観
性
に
極
め
て
忠
実
な
人
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
古
典
的
名
著

に
ば
か
り
挑
戦
し
て
は
挫
折
し
て
し
ま
う
が
、
彼
女
が
そ
れ
ら
を
選
ぶ
の

は
名
著
だ
か
ら
で
は
な
く
、
読
め
る
と
「
か
っ
こ
い
い
か
ら
」
と
い
う
判

断
に
よ
る
。
一
方
、
自
分
の
感
性
に
お
い
て
、
「
あ
ら
す
じ
本
」
や
「
か

わ
い
い
動
物
の
写
真
に
〝
心
に
し
み
る
言
葉
〟
を
並
べ
た
５
分
で
読
め
る

お
手
軽
癒
し
本
11

」
と
い
っ
た
本
に
対
し
て
は
強
い
軽
蔑
を
示
し
て
も
い
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る
。
彼
女
の
目
的
は
「
楽
に
読
書
す
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、

自
分
な
り
の
読
書
に
対
す
る
理
想
に
近
づ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
主
観
性
に
導
か
れ
る
ま
ま
に
読
書
を
す
る
こ
と

が
町
田
さ
わ
子
の
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
町
田
の
熱
弁
を
聞
い
た
神
林
は
感
動
し
、「
見

栄
と
か
関
係
な
く
好
き
な
モ
ノ
を
純
粋
に
好
き
っ
て
言
え
る
の
は
素
晴
ら

し
い
な
」
と
心
中
に
呟
い
て
い
る
。
本
当
の
読
書
家
で
あ
る
と
位
置
づ
け

ら
れ
、
町
田
さ
わ
子
と
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
神
林
は
、
彼
女
の
ど
こ

に
感
じ
入
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
、
神
林
栞
に

お
け
る
読
書
の
楽
し
み
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
検
討
し
つ
つ
、
神
林
が

町
田
を
認
め
る
に
至
っ
た
由
縁
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

（
２
）
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
が
起
点
と
な
る
楽
し
み
の
共
有

　

神
林
栞
と
町
田
さ
わ
子
の
や
り
取
り
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

神
林
栞
に
勧
め
ら
れ
て
、
「
現
代
を
代
表
す
る
ハ
ー
ド
Ｓ
Ｆ
作
家
」
と

称
さ
れ
て
い
る
グ
レ
ッ
グ
・
イ
ー
ガ
ン
の
著
作
に
挑
戦
し
た
町
田
さ
わ
子

は
、
何
が
書
い
て
あ
る
か
全
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
泣
き
な
が
ら

絶
望
を
す
る
。
そ
ん
な
彼
女
に
対
し
、
神
林
は
た
め
ら
い
つ
つ
も
、
実
は

私
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
で
読
ん
で
い
る
、
そ
し
て
、
恐
ら
く
他
の
フ
ァ
ン

も
わ
か
ら
ず
に
読
ん
で
い
る
だ
ろ
う
し
、
実
は
作
者
で
あ
る
グ
レ
ッ
グ
・

イ
ー
ガ
ン
自
身
も
わ
か
ら
ず
に
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説

を
披
露
し
て
見
せ
る
。
神
林
は
、
イ
ー
ガ
ン
は
わ
か
ら
ず
と
も
面
白
い
、

大
事
な
こ
と
は
理
解
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う

の
で
あ
る
12

。

　

二
人
と
も
自
覚
は
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
は
双
方
の
読
書

に
対
す
る
姿
勢
に
極
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
読
了
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
自
ら
の
主
観
性
に
お
い
て

自
分
が
楽
し
め
る
読
書
の
限
界
を
探
っ
て
い
る
町
田
さ
わ
子
と
、
理
解
の

有
無
に
関
わ
ら
ず
、
面
白
い
と
い
う
感
覚
の
も
と
に
読
書
を
楽
し
ん
で
い

る
神
林
栞
と
い
う
極
め
て
近
い
姿
勢
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

対
極
の
位
置
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
町
田
が
、
実
は
、
読
書
の
楽
し
み

方
に
お
い
て
非
常
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
神
林
は
次
第
に
自

覚
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、
神
林
が
町
田
さ
わ
子
に
宛
て
て
書
い
た

手
紙
の
文
面
を
こ
こ
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　

 　

私
は
最
初
町
田
さ
わ
子
が
嫌
い
で
し
た
。
（
中
略
）
今
は
も
う
慣

れ
た
と
い
う
か
町
田
さ
わ
子
の
そ
う
い
う
姿
勢
に
、
時
々
あ
る
種
の

純
粋
さ
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
時
々
で
す

よ
。
世
の
中
に
は
、
知
っ
て
い
る
の
に
知
ら
な
い
フ
リ
を
し
て
他
人

を
試
し
た
り
す
る
物
知
り
で
頭
の
い
い
人
が
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人

間
と
比
べ
た
ら
私
は
町
田
さ
わ
子
の
ほ
う
が
好
き
で
す
13

。

　

町
田
さ
わ
子
の
「
読
ま
ず
に
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
」
と
い
う
姿
勢
に
最

も
腹
を
立
て
て
い
た
の
が
神
林
栞
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
手
紙
を
書

い
た
時
点
で
神
林
は
読
了
の
如
何
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
問
題
に
し
て
い

な
い
。
「
読
ま
ず
に
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
」
と
い
う
行
為
に
ご
ま
か
し
を

感
じ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
に
正
面

か
ら
向
き
合
っ
て
い
る
町
田
さ
わ
子
に
「
純
粋
さ
」
を
感
じ
る
に
至
っ
て

い
る
。
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神
林
の
使
う
「
純
粋
さ
」
と
い
う
表
現
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
先
に
引
用
し
た
、
「
見
栄
と
か
関
係
な
く
好
き
な
モ
ノ
を
純
粋
に

好
き
っ
て
言
え
る
の
は
素
晴
ら
し
い
な
」
と
い
う
神
林
の
台
詞
を
参
照
す

れ
ば
、
そ
れ
は
主
観
性
を
重
ん
じ
る
態
度
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
「
見
栄
」
と
い
う
言
葉
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
他
者

か
ら
の
評
価
を
期
待
す
る
、
客
観
性
を
帯
び
た
概
念
と
対
置
さ
れ
て
い
る

の
が
「
純
粋
さ
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
「
わ
か
ら
な
い
」「
好
き
」
と
い
っ

た
感
覚
は
い
ず
れ
も
主
観
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

自
ら
の
主
観
的
判
断
に
よ
っ
て
読
書
を
楽
し
も
う
と
す
る
町
田
さ
わ
子
の

よ
う
な
人
間
こ
そ
、
楽
し
み
を
共
有
で
き
る
人
間
と
し
て
認
め
る
こ
と
が

で
き
た
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

神
林
栞
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
遠
藤
君
、
そ
し
て
長
谷
川
ス
ミ
カ
に

つ
い
て
も
、
町
田
に
対
し
て
徐
々
に
共
感
を
抱
い
て
い
く
過
程
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
14

。
そ
し
て
、
町
田
の
存
在
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
個
別
に

読
書
を
楽
し
ん
で
い
た
四
人
は
相
互
に
関
わ
り
あ
う
よ
う
に
な
る
。
町
田

さ
わ
子
に
お
け
る
主
観
的
な
こ
だ
わ
り
、
そ
し
て
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い

う
意
識
を
自
覚
的
に
維
持
し
て
い
る
こ
と
と
、
四
人
の
交
流
が
生
ま
れ
る

こ
と
は
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
項
で
は
、

四
人
の
関
係
を
通
し
て
描
か
れ
る
、
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
３
） 「
開
か
れ
た
主
観
性
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
交
流
と
発
見

の
場

　

「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
を
き
っ
か
け
と
し
て
生
ま
れ
る
交
流
は
、

ま
ず
、
ご
く
単
純
に
読
書
家
ぶ
る
た
め
に
必
要
な
要
素
は
何
か
に
つ
い
て
、

町
田
さ
わ
子
が
周
囲
に
熱
心
に
聞
い
て
回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
成
立
し
て

い
る
。

　

町
田
の
熱
心
さ
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
三
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
考
え
さ
せ
ら
れ

て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
実
際
は
聞
か
れ
て
い
る
自
身
に
も
「
わ
か
ら
な
い
」

こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
疑
問
を
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
先
に
挙
げ
た
、

イ
ー
ガ
ン
が
わ
か
ら
な
い
と
町
田
さ
わ
子
に
泣
き
つ
か
れ
た
神
林
が
そ
の

い
い
例
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
他
に
も
、
シ
リ
ー
ズ
や
ス
ピ
ン
オ
フ

と
い
っ
た
本
を
読
む
と
き
に
適
切
な
順
番
は
あ
る
の
か
15

、
内
容
を
理
解

で
き
な
く
と
も
宮
沢
賢
治
フ
ァ
ン
は
名
乗
れ
る
の
で
は
な
い
か
16

、
と
い
っ

た
問
い
が
誘
発
さ
れ
て
い
る
。
個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
読
書
を
楽
し
ん
で
い
た

彼
ら
は
、
町
田
が
そ
の
場
に
い
る
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
読
書
に
つ
い

て
の
他
愛
も
な
い
こ
と
を
テ
ー
マ
に
会
話
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
17

。
漫

画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。』
か
ら
は
、
町
田
さ
わ
子
だ
け
が
維
持
し
て
い

た
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
意
識
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
「
知
り

た
い
」
と
い
う
熱
望
が
周
囲
を
刺
激
し
、
交
流
の
場
が
自
然
と
成
立
し
て

い
く
様
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
よ
う
な
交
流
の
場
か
ら
、
読
書
家
ら
し
い
振
る
舞
い
を
再
発
見
し

て
、
さ
ら
に
楽
し
ん
で
い
る
の
が
町
田
さ
わ
子
で
あ
る
。
神
林
と
長
谷
川

ス
ミ
カ
が
、
お
互
い
に
本
を
勧
め
合
っ
て
い
る
の
を
見
て
「
い
か
に
も
読

書
家
同
士
っ
て
カ
ン
ジ
の
や
り
取
り
…
カ
ッ
コ
イ
イ
！！
」
と
感
動
し
た
り

18

、
お
も
し
ろ
い
Ｓ
Ｆ
が
再
版
さ
れ
ず
に
価
格
が
高
騰
し
て
い
る
こ
と
を

嘆
い
て
い
る
神
林
を
見
て
、
「
定
価
で
買
っ
と
い
て
よ
か
っ
た
」
と
い
う

言
い
回
し
を
自
分
も
使
っ
て
み
た
い
と
せ
が
ん
だ
り
し
て
い
る
19

。
本
人

た
ち
に
と
っ
て
は
全
く
無
自
覚
な
日
常
的
振
る
舞
い
か
ら
、
自
分
な
り
の
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意
味
づ
け
を
見
出
す
町
田
の
楽
し
み
方
は
、
捉
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
新
し

い
認
識
や
発
見
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

交
流
を
支
え
る
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
、
「
知
り
た
い
」
と
い

う
熱
望
、
そ
し
て
新
た
な
意
味
づ
け
の
発
見
は
、
い
ず
れ
も
主
観
的
な
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
な
感
覚
に
お
い
て
最
も
優
れ

て
い
る
の
が
町
田
さ
わ
子
で
あ
り
、
交
流
か
ら
生
ま
れ
る
楽
し
さ
は
町
田

さ
わ
子
の
主
観
性
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
既
知
を
確
定
せ
ず
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い

う
認
識
を
自
覚
し
、
維
持
し
続
け
る
こ
と
で
交
流
や
発
見
を
も
た
ら
す
町

田
さ
わ
子
の
よ
う
な
主
観
性
の
在
り
様
を
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
と
呼
ぶ

こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』

に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
が
読
書
に
お
け
る
楽
し
み

を
支
え
る
と
い
う
仮
説
に
つ
い
て
、
小
林
秀
雄
の
読
書
論
と
対
照
し
な
が

ら
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章　

小
林
秀
雄
の
読
書
論
に
み
ら
れ
る
主
観
性
の
閉
鎖

（
１
）
小
林
秀
雄
に
お
け
る
読
書
の
楽
し
み

 　

第
一
章
で
は
、
漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』
に
お
い
て
、
読
書
へ

の
楽
し
み
が
町
田
さ
わ
子
に
よ
る
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
二
章
で
は
、
「
批
評
の
神
様
」

「
文
学
の
教
祖
」
「
読
書
の
達
人
」
20

と
称
さ
れ
て
き
た
小
林
秀
雄
の
読
書

論
と
対
照
す
る
こ
と
で
、
第
一
章
で
得
ら
れ
た
仮
説
を
さ
ら
に
検
討
し
て

い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
第
一
章
と
同
様
に
、
小
林
に
お
け
る
読
書
の
楽
し
み
に
つ
い
て

見
て
み
よ
う
。
小
林
は
そ
の
著
作
の
中
で
、
読
書
の
楽
し
み
は
、
「
文
は

人
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

読
書
の
楽
し
み
の
源
泉
に
は
い
つ
も
「
文
は
人
な
り
」
と
い
う
言

葉
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
の
深
い
意
味
を
了
解
す
る
の
に
は
、

全
集
を
読
む
の
が
、
一
番
手
っ
取
り
早
い
而
も
確
実
な
方
法
な
の
で

あ
る
。

　
　

 　

一
流
の
作
家
な
ら
誰
で
も
い
い
、
好
き
な
作
家
で
よ
い
。
（
中
略
）

そ
の
人
の
全
集
を
、
日
記
や
書
簡
の
類
に
至
る
ま
で
隅
か
ら
隅
ま
で

読
ん
で
み
る
の
だ
。

　
　

 　

そ
う
す
る
と
、
一
流
と
言
わ
れ
る
人
物
は
、
ど
ん
な
に
色
々
な
事

を
試
み
、
い
ろ
い
ろ
な
事
を
考
え
て
い
た
か
が
解
る
。
彼
の
代
表
作

な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
、
彼
の
考
え
て
い
た
ど
ん
な
に
沢
山

の
思
想
を
犠
牲
に
し
た
結
果
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
か
が
納
得
出

来
る
。
単
純
に
考
え
て
い
た
そ
の
作
家
の
姿
な
ど
は
こ
の
人
に
こ
ん

な
言
葉
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
ん
な
思
想
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
驚
き

で
、
滅
茶
々
々
に
な
っ
て
了
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
家
の
性
格
と
か
、

個
性
と
か
い
う
も
の
は
、
も
は
や
表
面
の
処
に
判
然
と
見
え
る
と
い

う
様
な
も
の
で
は
な
く
、
い
よ
い
よ
奥
の
方
の
深
い
小
暗
い
処
に
、

手
探
り
で
捜
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
の
様
に
思
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
21

。

　　

人
に
よ
っ
て
は
、
全
集
の
網
羅
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
困
難
を
「
一
番
手
っ
取
り
早
い
而
も
確
実
な
方
法
」

で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
小
林
の
読
書
に
対
す
る
明
瞭
な



― 18 ―

方
法
意
識
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
読
ま
ず
に
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
た

め
に
日
々
試
行
錯
誤
し
て
い
る
よ
う
な
町
田
さ
わ
子
の
よ
う
な
人
間
と

は
、
全
く
相
入
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
が
提
案
す
る
方
法
の

明
瞭
さ
と
そ
の
厳
し
さ
か
ら
、
町
田
と
似
た
よ
う
な
読
書
に
対
す
る
強
固

な
こ
だ
わ
り
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
全
集
を
網
羅
す
る
こ
と
で
よ
り
深
い
作
者
理
解
に
迫
る
こ

と
は
、
小
林
に
お
い
て
は
、
読
書
の
楽
し
み
に
い
た
る
前
段
階
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
。
小
林
は
、
「
読
書
百
遍
と
か
読
書
三
到
と
か
い
う
読
書

に
関
す
る
漠
然
た
る
教
訓
22

」
が
「
容
易
な
ら
ぬ
意
味
を
持
つ
23

」
の
は
、

「
他
人
を
直
か
に
知
る
事
こ
そ
、
実
は
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
を
知
る
事
に

他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
自
分
を
知
る
の
に
、
他
人
と
い
う
鏡
を

持
っ
て
い
る
だ
け
だ
24

」
と
述
べ
て
、
こ
こ
で
引
用
し
た
小
文
「
読
書
に

つ
い
て
」
の
最
後
の
二
段
落
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

書
物
の
数
だ
け
思
想
が
あ
り
、
思
想
の
数
だ
け
人
間
が
居
る
と
い

う
、
在
る
が
ま
ま
の
世
間
の
姿
だ
け
を
信
ず
れ
ば
足
り
る
の
だ
。
何

故
人
間
は
、
実
生
活
で
、
論
証
の
確
か
さ
だ
け
で
人
を
説
得
す
る
不

可
能
を
承
知
し
乍
ら
、
書
物
の
世
界
に
這
入
る
と
、
論
証
こ
そ
凡
て

だ
と
い
う
無
邪
気
な
迷
信
家
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
（
中
略
）

　
　

 　

君
は
君
自
身
で
い
給
え
、
と
。
一
流
の
思
想
家
の
ぎ
り
ぎ
り
の
思

想
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
以
外
の
忠
告
を
絶
対
に
し
て
は
い
な
い
。

諸
君
に
何
ん
の
不
足
が
あ
る
と
言
う
の
か
25

。

　

小
林
の
描
く
「
人
間
」
は
、
一
人
一
人
が
決
定
的
に
異
な
っ
て
お
り
、

そ
の
違
い
に
お
い
て
互
い
を
説
得
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
全
集
を
読
破
す
る
と
い
う
徹
底
し
た
読
書
に
よ
っ
て
鮮
明
な
作
者
像

を
立
ち
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
、
他
人
と
い
う
「
人
間
」
と
自
分
と
い
う
「
人

間
」
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
化
し
、
自
分
自
身
に
満
足
す
る
こ
と
、

そ
れ
が
、
小
林
の
読
書
の
目
的
で
あ
り
、
楽
し
み
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
２
）
小
林
秀
雄
の
読
書
論
に
お
け
る
主
観
性
の
あ
り
方

　

と
こ
ろ
で
、
「
そ
れ
以
外
の
忠
告
を
絶
対
に
し
て
は
い
な
い
」
と
の
表

現
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
自
身
が
得
た
結
論
以
外
に
は
何
ら
の
可
能
性
も

存
在
し
な
い
と
い
う
断
言
は
、
第
一
章
に
見
た
、
読
書
の
楽
し
み
方
、
す

な
わ
ち
、
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
意
識
を
自
覚
的
に
維
持
し
続
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
探
究
、
交
流
、
発
見
と
い
っ
た
喜
び
を
得
る
可
能
性
を
排

除
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
小
林
は
読
書
を
通
し
た
探
究
や
発
見
か
ら
楽
し

み
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
読
書
の
楽
し
み
」
と
題
さ

れ
た
小
編
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 　

今
日
と
な
っ
て
は
、
本
も
も
う
私
を
夢
中
に
さ
せ
る
わ
け
に
は
い

か
な
く
な
っ
た
。
新
し
い
本
を
読
み
漁
る
と
い
う
事
も
な
く
な
り
、

以
前
読
ん
だ
も
の
を
漫
然
と
読
み
返
す
と
い
う
事
が
多
く
な
っ
た
。

し
か
し
そ
う
い
う
事
に
な
っ
て
、
却
っ
て
読
書
の
楽
し
み
と
い
う
も

の
が
、
は
っ
き
り
自
覚
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。

　
　

 　

往
年
の
烈
し
い
知
識
欲
や
好
奇
心
を
想
い
描
い
て
み
る
と
、
そ
れ

は
、
自
分
と
書
物
と
の
間
に
介
在
し
た
余
計
な
も
の
の
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
そ
れ
が
取
除
か
れ
て
、
書
物
と
の
直
か
な
、
尋
常
で
、
自
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由
な
附
合
の
道
が
開
け
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
26

。

　

「
往
年
の
烈
し
い
知
識
欲
や
好
奇
心
」
と
い
う
表
現
は
、
「
開
か
れ
た
主

観
性
」
と
い
う
概
念
と
同
質
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
「
わ

か
ら
な
い
」
と
い
う
自
覚
の
有
無
は
曖
昧
で
あ
る
が
、
探
究
や
発
見
を
追

求
し
て
い
る
点
で
は
、
近
い
と
思
わ
れ
る
。

　

二
つ
を
同
等
な
も
の
と
し
て
置
き
換
え
る
と
、
第
一
章
で
は
読
書
に
お

け
る
楽
し
み
の
源
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
は
、
小
林

に
お
い
て
は
「
自
分
と
書
物
と
の
間
に
介
在
し
た
余
計
な
も
の
」
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
小
林
の
読
書
の
目
的
及
び
楽
し
み
は
、
自
分

に
満
足
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
作
者
と
い
う
他
者
を
確
立
す
る
こ
と
で
、

よ
り
鮮
明
に
自
己
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
小
林
に
と
っ
て
は
、

未
知
の
状
態
が
い
つ
ま
で
も
続
く
状
態
で
は
自
分
に
満
足
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
小
林
に
お
い
て
、
「
開
か
れ
た
主

観
性
」
は
、
書
物
と
の
間
を
隔
て
る
、
異
常
で
、
不
自
由
な
変
数
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
二
つ
の
読
書
論
を
整
理
す
る
た
め
に
、
第
一
章
で
位
置
づ
け

た
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
認
識
の
自
覚
・
維
持
を
意
味
す
る
「
開
か
れ

た
主
観
性
」
に
対
し
て
、
小
林
の
、
他
者
の
像
の
確
立
と
共
に
自
己
を
確

立
し
固
定
す
る
こ
と
を
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

（
３
）
不
完
全
性
を
表
す
も
の
と
し
て
の
「
開
か
れ
た
主
観
性
」

　

で
は
、
小
林
秀
雄
の
読
書
論
か
ら
導
か
れ
た
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
に

対
し
て
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能

だ
ろ
う
か
。
「
読
書
の
楽
し
み
」
か
ら
の
引
用
を
参
照
す
る
と
、
「
往
年
の

烈
し
い
知
識
欲
や
好
奇
心
」
を
充
た
す
ま
で
が
読
書
の
楽
し
み
を
得
る
た

め
の
前
段
階
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
た
後
に
、
確
定
さ
れ
揺
ら
ぐ

こ
と
の
な
く
な
っ
た
自
己
に
よ
っ
て
書
物
と
向
き
合
う
状
態
が
読
書
の
楽

し
み
を
得
る
た
め
の
完
成
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
開
か
れ
た
主
観
性
」
は
、
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
に
到
る
前
の
、
未
熟
で

不
完
全
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

漫
画
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』
に
お
い
て
も
、
町
田
さ
わ
子
の
読
書

に
対
す
る
姿
勢
を
理
解
せ
ず
、
軽
蔑
の
対
象
と
す
る
場
面
は
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
映
画
に
は
ま
っ
た
町
田
が
原

作
に
挑
戦
し
た
い
と
考
え
て
、
シ
ャ
ー
ロ
キ
ア
ン
を
自
称
す
る
長
谷
川
ス

ミ
カ
に
、
シ
リ
ー
ズ
の
ど
れ
か
ら
読
み
始
め
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
相
談

し
た
場
面
が
該
当
す
る
27

。
長
谷
川
は
、
町
田
に
は
全
集
よ
り
も
読
み
や

す
い
文
庫
版
が
ふ
さ
わ
し
い
に
違
い
な
い
と
早
合
点
し
て
、
字
が
大
き
め

の
ジ
ュ
ニ
ア
向
け
の
も
の
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
態
度
で
勧
め
る
。
町
田

は
、
時
系
列
で
読
ん
で
み
た
い
旨
を
伝
え
、
「
正
し
い
順
番
で
読
み
た
い

し
ホ
ー
ム
ズ
と
ワ
ト
ソ
ン
が
出
会
う
の
お
も
し
ろ
そ
ー
28

」
と
言
う
と
、

長
谷
川
は
烈
火
の
ご
と
く
怒
り
だ
し
て
し
ま
う
。
ホ
ー
ム
ズ
に
は
正
し
い

順
番
な
ん
て
な
い
、
刊
行
順
だ
と
時
系
列
が
バ
ラ
バ
ラ
、
さ
ら
に
、
町
田

に
勧
め
た
本
は
全
て
「
ワ
ト
ス
ン
」
表
記
で
、
初
心
者
に
は
勧
め
づ
ら
い
『
詳

注
版
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
全
集
』
は
「
ワ
ト
ソ
ン
」
表
記
で
あ
る

が
そ
の
方
が
い
い
の
か
、
と
長
谷
川
は
次
々
に
ま
く
し
た
て
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
長
谷
川
が
小
林
秀
雄
と
同
じ
よ
う
に
全
集

を
読
破
し
、
隅
か
ら
隅
ま
で
味
わ
う
と
い
う
楽
し
み
方
を
し
て
い
る
こ
と
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が
よ
く
わ
か
る
。
ま
た
、
町
田
に
と
っ
て
は
、
名
前
の
表
記
が
異
な
る
こ

と
は
些
末
な
情
報
に
過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
が
、
長
谷
川
に
と
っ
て
は
思
わ
ず

語
気
を
強
め
て
し
ま
う
ほ
ど
に
重
大
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
や
は
り
小
林
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
な
り
の
読
書
の
楽
し
み
方
が

確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
楽
し
み
方
を
排
除
す
る
傾
向
に
つ
い
て
も

同
様
に
表
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

小
林
の
読
書
論
に
よ
れ
ば
、
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
に
お
い
て
得
ら
れ

る
楽
し
み
は
、
い
ず
れ
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値
は
相
対
的
に

し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
小
林
の
言
う
読
書
の
楽
し
み
に
絶

対
的
な
価
値
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
第
一
章
に
見
た
神
林
栞
の
例
を
振
り
返
る
と
、
彼
女
は
、
「
閉

鎖
し
た
主
観
性
」
か
ら
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
へ
と
、
小
林
と
は
逆
の
方

向
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
は
そ
れ
を
退
行
と
し
て

は
全
く
考
え
て
い
な
い
。

　

第
二
章
で
は
、
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
の
二
つ
の
形
態
、
「
開
か
れ
た

主
観
性
」
と
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
を
小
林
秀
雄
の
読
書
論
に
基
づ
い
て

二
つ
の
段
階
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
た

が
、
反
証
が
確
認
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
第
三
章
で
は
、
読
書
に
お
け
る
楽

し
み
を
論
じ
た
人
物
と
し
て
は
最
高
の
権
威
の
一
人
で
あ
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
言
説
を
手
掛
り
に
、
「
開
か
れ
た
主

観
性
」
と
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
捉
え
方
を
探
っ
て
い

く
こ
と
と
し
た
い
。

第
三
章　

〈
周
縁
的
読
書
活
動
〉
に
お
け
る
「
個
体
」
的
あ
り
方

（
１
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
〈
周
縁
的
読
書
活
動
〉
と
い
う
あ
り
方

 　

町
田
さ
わ
子
に
は
、
自
身
が
描
く
理
想
の
読
書
家
に
近
づ
き
た
い
と
い

う
憧
れ
が
あ
り
、
小
林
秀
雄
に
お
い
て
は
、
自
己
を
確
立
す
る
た
め
の
手

段
と
し
て
読
書
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
各
々
の
読
書
に
対
す
る
態
度
に
は
、

む
ろ
ん
今
ま
で
に
論
じ
た
主
観
性
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
第
三
章
で
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
読
書
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
態
度
が
取
ら
れ
、
主
観
性
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る

か
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
三
者
の
読
書
論
の
関
係
を
探
っ
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。

　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
開
講
講
義
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は
、

権
力
と
い
か
に
戦
い
、
権
力
か
ら
い
か
に
逃
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
主
題

と
し
て
講
義
を
始
め
て
い
る
29

。
バ
ル
ト
は
、
「
人
間
が
存
在
し
は
じ
め

て
以
来
ず
っ
と
権
力
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
の
対
象
こ
そ
、
言
語
活
動

で
あ
る
30

」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

言
語
の
う
ち
に
あ
っ
て
は
、
隷
属
性
と
権
力
と
が
避
け
が
た
く
混

じ
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
に
権
力
か
ら
の
が

れ
る
力
だ
け
で
な
く
、
ま
た
と
り
わ
け
、
誰
を
も
服
従
さ
せ
な
い
力

の
こ
と
を
自
由
と
呼
ぶ
な
ら
、
自
由
は
言
語
の
外
に
し
か
あ
り
え
な

い
。
が
、
不
幸
な
こ
と
に
、
人
間
の
言
語
活
動
に
外
部
は
な
い
の
だ
。

そ
れ
は
出
口
な
し
で
あ
る
。
そ
の
外
に
出
る
た
め
に
は
、
代
価
と
し

て
、
不
可
能
な
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
（
中
略
）
信
仰
の
騎
士[

ア
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ブ
ラ
ハ
ム]

で
も
な
け
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
的
な
超
人
で
も
な
い
わ
れ

わ
れ
に
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
し
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
言
語

を
用
い
て
ご
ま
か
す
こ
と
、
言
語
を
ご
ま
か
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

た
え
ず
変
遷
回
帰
す
る
言
語
活
動
の
輝
き
に
つ
つ
ま
れ
た
、
権
力
の

外
の
言
語
を
聴
き
取
ら
せ
る
、
こ
の
健
全
な
ご
ま
か
し
、
こ
の
肩
す

か
し
、
こ
の
壮
麗
な
罠
、
私
と
し
て
は
、
そ
れ
を
文
学

0

0

と
呼
ぶ
の
で

あ
る
31

。

　

バ
ル
ト
は
、
「
あ
る
実
践
、
書
く
と
い
う
実
践
が
残
す
痕
跡
か
ら
な
る

複
合
的
な
書グ

ラ

フ

き
物
32

」
を
総
称
し
て
「
文
学

0

0

」
と
呼
ん
で
い
る
た
め
、
こ

こ
で
論
じ
て
い
る
読
書
と
等
置
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
バ
ル
ト
の
読
書
に
お
け
る
動
機
、
態
度
、
目
的
は
、
言
語
が
内

包
す
る
隷
属
性
と
権
力
か
ら
逃
れ
、
「
ご
ま
か
し
」
に
よ
っ
て
自
由
に
接

近
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

バ
ル
ト
は
、
権
力
か
ら
逃
れ
た
「
間
接
的
な
も
の
と
し
て
の
地
位
33

」

を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
文
学
に
は
あ
ら
ゆ
る
学
識
が
含
ま
れ
て
い

な
が
ら
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
知
を
循
環
さ
せ
、
そ
の
ど
れ
を
も
固
定
し
た
り
、

物
神
化
し
た
り
し
な
い
34

」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
の
あ
り
方
は
、

小
林
秀
雄
に
お
け
る
読
書
の
あ
り
方
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
小
林
の
読
書
は
、
他
者
を
確
定
し
、
自
己
を
確
立
・
固
定

す
る
。
一
方
で
、
バ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
文
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
知
は
、

自
己
や
他
者
と
い
っ
た
明
確
な
認
識
の
形
を
取
ら
な
い
。

　
　

 　

言
表
行
為
35

は
、
言
語
活
動
が
、
含
意
や
効
果
や
反
響
や
紆
余
曲

折
や
歯
型
の
段
階
か
ら
な
る
広
大
な
光
暈
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。

言
表
行
為
は
、
あ
る
主
体
の
声
を
聞
か
せ
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
が
、

そ
の
主
体
は
、
自
己
主
張
し
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
見
定
め
る
こ
と

は
で
き
ず
、
未
知
の
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
不
安
な
親
し
さ
に
よ
っ

て
そ
れ
と
知
ら
れ
る
。
語
は
も
は
や
、
錯
覚
に
よ
っ
て
単
な
る
手
段

と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
発
射
、
爆
発
、
振
動
、
仕
掛

け
、
味
わ
い
と
し
て
送
り
出
さ
れ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
知
の
祝

祭
を
お
こ
な
う
の
だ
36

。

　

「
含
意
」
「
効
果
」
「
反
響
」
「
紆
余
曲
折
」
「
歯
型
」
と
い
っ
た
多
種
多

様
な
比
喩
は
、
す
べ
て
、
何
ら
か
の
存
在
が
残
し
た
痕
跡
に
す
ぎ
ず
、
何

が
存
在
し
た
の
か
さ
え
明
確
で
は
な
い
。
自
己
主
張
の
声
は
聞
こ
え
て
も
、

そ
の
主
体
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
言
説
を
、
町
田
さ
わ
子
の
読
書
に
対
す
る
姿

勢
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
留
保
の
状
態
を
保
っ

て
い
る
点
で
両
者
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
が
、
明
確
に
異
な
る
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
両
者
が
行
っ
て
い
る
「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
状
態
へ
の

意
味
付
け
で
あ
る
。
第
一
章
に
示
し
た
町
田
の
読
書
に
対
す
る
こ
だ
わ
り

を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
彼
女
は
読
ん
で
な
い
本
を
読
ん
だ
気
に
な
る
の

に
楽
を
し
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
読
め
な
い
こ

と
は
、
諦
め
で
あ
り
、
諦
め
を
経
た
読
書
に
は
苦
節
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
バ
ル
ト
の
場
合
、
曖
昧
さ
は
自
由
へ
の
近
道
で
あ
る
。
自

己
や
他
者
と
い
っ
た
明
確
な
認
識
に
至
る
こ
と
を
回
避
し
、
自
己
主
張
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
姿
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
主
体
に
バ
ル
ト

は
決
し
て
た
ど
り
着
く
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
道
筋
は
「
発
射
、

爆
発
、
振
動
、
仕
掛
け
、
味
わ
い
」
と
い
う
刺
激
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
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ら
し
い
。
「
主
体
の
欠
在
37

」
と
い
う
状
態
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
求
め

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
バ
ル
ト
に
お
け
る
読
書
の
楽
し
み
は
獲
得

さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
中
心
に
至
る
こ
と
の
な

い
バ
ル
ト
に
お
け
る
読
書
の
あ
り
方
を
、
本
稿
で
は
〈
周
縁
的
読
書
活
動
〉

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
主
観
性
の
あ
り
方

　

で
は
、
バ
ル
ト
に
お
け
る
〈
周
辺
的
読
書
活
動
〉
に
お
い
て
、
主
観
性

の
あ
り
様
は
ど
の
よ
う
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
主
観
性
の

在
処
で
あ
る
主
体
そ
の
も
の
が
「
欠
在
」
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
快
楽
が
見

い
だ
さ
れ
る
と
バ
ル
ト
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
点
を
我
々
は
ど
の
よ
う

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
　

 　

「
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

」
は
「
織
物

0

0

」
と
い
う
意
味
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
、
こ
の
織
物
は
常
に
生
産
物
と
し
て
、
背
後
に
意
味
（
真
実
）
が

多
か
れ
少
な
か
れ
隠
れ
て
存
在
す
る
ヴ
ェ
ー
ル
と
し
て
考
え
ら
れ
て

き
た
け
れ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
、
今
、
織
物
の
中
に
、
不
断
の
編
み
合

わ
せ
を
通
し
て
テ
ク
ス
ト
が
作
ら
れ
、
加
工
さ
れ
る
と
い
う
、
生
成

的
な
観
念
を
強
調
し
よ
う
。
こ
の
織
物
―
―
こ
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ー
ル

〔
織
物
〕
―
―
の
中
に
迷
い
込
ん
で
、
主
体
は
解
体
す
る
。
自
分
の

巣
を
つ
く
る
分
泌
物
の
中
で
、
自
分
自
身
溶
け
て
い
く
蜘
蛛
の
よ
う

に
38

。

　

隷
属
性
と
権
力
か
ら
逃
れ
た
言
語
と
し
て
の
「
テ
ク
ス
ト
」
は
、
常
に

流
動
的
、
持
続
的
に
、
生
成
さ
れ
加
工
さ
れ
続
け
て
い
る
と
い
う
側
面
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
主
体
は
、
生
成
に
巻
き
こ
ま

れ
「
テ
ク
ス
ト
」
を
生
成
す
る
一
過
程
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
バ

ル
ト
の
意
味
す
る
「
主
体
の
欠
在
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
主
体

の
消
滅
や
不
在
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

　

バ
ル
ト
は
続
け
て
、
主
体
は
解
体
さ
れ
た
の
ち
、
再
度
戻
っ
て
く
る
と

言
う
。

　
　

 　

そ
の
時
、
お
そ
ら
く
主
体
が
ま
た
戻
っ
て
く
る
。
幻
覚
と
し
て
で

は
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

と
し
て
。
あ
る
種
の
快
楽
は
、
自
分
を
個0

体0

と
し
て
想
像
し
、
自
己
同
一
の
虚
構
性
と
い
う
、
稀
な
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
中
で
も
、
最
も
稀
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
案
出
す
る
と
い
う
仕
方

で
導
き
出
せ
る
。
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
も
は
や
単
一
性
の
幻
覚
で

は
な
い
。
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
の
複
数
性
を
登
場
さ
せ
る
社
交
の
舞
台

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
快
楽
は
個
体
的

0

0

0

で
あ
る
―
―
が
、
個
人
的
で

は
な
い
39

。　

　

戻
っ
て
き
た
主
体
は
、
も
は
や
「
テ
ク
ス
ト
」
に
接
触
す
る
以
前
の
主

体
で
は
な
く
、「
テ
ク
ス
ト
」
と
完
全
な
分
離
が
な
さ
れ
た
主
体
で
も
な
い
。

テ
ク
ス
ト
の
生
成
過
程
に
巻
き
こ
ま
れ
た
主
体
の
状
態
を
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
」
と
い
う
巧
妙
な
表
現
に
託
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
主
体
に
登
場
す
る
「
複
数
性
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
の
主
体
は
、「
テ

ク
ス
ト
」
と
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
複
数
性
が
あ
る
と
解
釈
す

る
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
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る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

 　

テ
ク
ス
ト
は
物

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

神
だ
。
こ
の
物
神
は
私
を
欲
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
テ
ク
ス
ト
は
、

語
彙
、
参
照
物
、
読
み
や
す
さ
、
等
々
、
見
え
な
い
フ
ィ
ル
タ
ー
や

選
別
板
を
配
置
し
て
、
私
を
選
ぶ
。
そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
紛

れ
て
（
機
械
仕
掛
け
の
神
の
よ
う
に
、う
し
ろ
に

0

0

0

0

い
る
の
で
は
な
い
）
、

い
つ
も
他
者
が
、
作
者
が
い
る
。

　
　

 　

制
度
と
し
て
の
作
者
は
死
ん
だ
。
彼
の
公
民
的
、
情
念
的
、
伝
記

的
人
格
は
消
滅
し
た
。
王
位
を
失
っ
た
彼
の
人
格
は
も
は
や
作
品
に

対
し
て
恐
る
べ
き
父
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。
文
学
史
や
教
育

や
世
論
は
こ
の
父
性
の
物
語
を
、
手
を
変
え
、
品
を
変
え
、
作
り
上

げ
て
き
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
、
何
ら
か
の
形

で
、
作
者
を
私
は
欲
す
る

0

0

0

0

0

。
私
は
彼
の
形

フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル

象
（
彼
の
表

ル
プ
レ
ザ
ン
タ
シ
オ
ン

象
で
も
、
投

影
で
も
な
い
）
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
彼
が
私
の
形
象
を
必
要
と
す

る
よ
う
に
40

。

　

バ
ル
ト
に
お
い
て
、「
テ
ク
ス
ト
」
は
言
語
の
権
力
及
び
隷
属
性
か
ら
逃

れ
て
い
る
た
め
、「
制
度
と
し
て
の
作
者
」
は
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、「
テ
ク
ス
ト
」
に
巻
き
こ
ま
れ
た
主
体
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
戻
っ

て
く
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
同
様
に
、「
作
者
」
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
、「
テ
ク
ス
ト
」
の
生
成
―
―
す
な
わ
ち
「
社
交
の
舞
台
」
―
―
に
参

加
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。

　

〈
周
縁
的
読
書
活
動
〉
の
成
立
の
た
め
に
は
、
「
活
動
」
の
語
が
意
味
す

る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
継
続
的
に
流
動
し
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

バ
ル
ト
の
指
摘
に
お
い
て
興
味
深
い
点
は
、
「
テ
ク
ス
ト
」
を
読
む
主
体

だ
け
で
な
く
、
「
作
者
」
、
そ
し
て
「
テ
ク
ス
ト
」
そ
の
も
の
ま
で
も
が
、

流
動
性
を
自
ら
「
主
体
」
的
に
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
複

数
性
」
は
現
象
と
し
て
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
権
力
と
隷
属
性
か

ら
逃
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
常
に
そ
れ
ら
の
危
機
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
「
テ

ク
ス
ト
」
が
、
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
成
立
し
続
け
る
た
め
に
、
切
実
な

必
然
性
を
込
め
て
「
欲
望
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。

　

「
複
数
性
を
登
場
さ
せ
る
社
交
の
舞
台
」
に
お
い
て
発
現
す
る
快
楽
に

つ
い
て
、
バ
ル
ト
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
快
楽
は
個
体
的

0

0

0

で
あ
る
―
―
が
、

個
人
的
で
は
な
い
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
極
め
て
強
固
且
つ
自

覚
的
な
認
識
に
よ
っ
て
、
「
主
体
の
欠
在
」
を
保
ち
そ
こ
か
ら
快
楽
を
得

よ
う
と
す
る
読
書
に
対
す
る
姿
勢
を
、
本
稿
で
は
、
バ
ル
ト
の
言
葉
を
借

り
て
〈
「
個
体
」
的
あ
り
方
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
41

。

（
３
）
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
に
お
け
る
「
個
体
」
的
あ
り
方

　

バ
ル
ト
に
お
い
て
は
「
個
体
」
的
あ
り
方
の
も
と
に
〈
周
縁
的
読
書
活

動
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
得
た
が
、
こ
の
結
論
か
ら
「
開
か

れ
た
主
観
性
」
と
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

「
開
か
れ
た
主
観
性
」
の
も
と
に
な
さ
れ
る
既
知
を
確
定
せ
ず
、
未
知

の
持
続
の
も
と
に
発
見
や
交
流
を
楽
し
む
あ
り
方
は
、
「
主
体
の
欠
在
」

の
も
と
に
流
動
性
を
確
保
す
る
「
個
体
」
的
あ
り
方
に
対
し
て
非
常
に
類

似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
に
お
い

て
は
、
主
体
が
明
瞭
な
像
を
結
ん
で
お
り
、
か
つ
、
そ
の
主
体
は
「
テ
ク
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ス
ト
」
と
も
「
作
者
」
と
も
決
し
て
混
ざ
り
合
う
こ
と
が
な
い
。
第
二
章

で
は
、
「
開
か
れ
た
主
観
性
」
と
「
閉
鎖
し
た
主
観
性
」
を
段
階
の
も
と

に
捉
え
よ
う
と
試
み
た
が
、
第
三
章
で
の
検
討
を
経
た
後
で
あ
れ
ば
、
両

者
は
明
確
に
対
立
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

小
林
よ
り
も
町
田
の
方
が
、
読
書
に
お
け
る
楽
し
み
の
性
質
が
バ
ル
ト

に
近
い
と
言
え
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
町
田
さ
わ
子
と
ロ

ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

主
観
に
お
け
る
開
放
性
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
を
見
た
と
き
、
バ
ル
ト

の
権
力
に
対
す
る
距
離
の
置
き
方
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
、

町
田
さ
わ
子
は
自
分
自
身
に
振
る
わ
れ
る
権
力
に
す
ら
、
自
身
を
解
放
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
を
軽
蔑
の
対
象
と
す
る
長
谷
川
ス
ミ
カ
や
町

田
の
読
書
に
対
す
る
姿
勢
を
軽
ん
じ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
神
林
栞
や
遠
藤

君
を
相
手
に
し
た
と
き
も
、
容
易
に
自
身
の
楽
し
み
―
―
バ
ル
ト
風
に
言

え
ば
快
楽
―
―
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

バ
ル
ト
が
述
べ
る
「
複
数
性
を
登
場
さ
せ
る
社
交
の
舞
台
」
は
、
町
田
の

場
合
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
現
実
に
、
多
種
多
様
な
読
書
を
楽
し
む

四
人
が
集
い
、
交
流
を
楽
し
む
場
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

　

「
複
数
性
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
町
田
流
に
解
釈
す
る
と
き
、
「
主
体

の
欠
在
」と
い
う
語
の
意
味
も
異
な
っ
て
く
る
。「
主
体
」は
、
現
実
の
人
間
、

す
な
わ
ち
読
者
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ

て
、
も
う
一
度
バ
ル
ト
を
参
照
し
て
み
た
い
。

　
　

 　

快
楽
が
宙
吊
り

0

0

0

に
す
る
力
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
に
強
調
し
て
も

し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
真
の
エ
ポ
ケ
ー

0

0

0

0

だ
。
公
認
さ
れ
た

（
自
分
自
身
が
認
め
た
）
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
は
る
か
彼
方
で
凍
結
さ

せ
る
停
止
だ
。
快
楽
は
中
性

0

0

（
悪
魔
的
な
も
の
の
最
も
倒
錯
的
な
形

式
）
で
あ
る
。

　
　

 　

少
な
く
と
も
、
快
楽
が
宙
吊
り
に
す
る
の
は
意
味
さ
れ
た

0

0

0

0

0

価
値
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
（
正
し
い
）
「
立
場
」
だ
42

。

　

エ
ポ
ケ
ー
と
は
、
「
何
事
に
つ
い
て
も
確
実
な
判
断
は
下
せ
ぬ
か
ら
判

断
を
留
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
態
度
43

」
を
意
味
す
る
。
一

見
し
て
、
町
田
も
バ
ル
ト
も
と
も
に
そ
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
バ
ル
ト
は
自
分
が
選
ん
だ
「
（
正
し
い
）
『
立
場
』
」
を
宙

吊
り
に
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
自
身
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
宙
吊

り
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
日
々
葛
藤
し
て
い
る
町
田
に
対
し
て
、
権
力
に

対
す
る
確
固
た
る
拒
絶
を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
疑
っ
た
こ
と
の

な
い
バ
ル
ト
は
「
主
体
の
欠
在
」
、
す
な
わ
ち
自
己
の
立
場
を
留
保
す
る

と
い
う
状
態
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
主
体
の
欠
在
」
を
積
極
的
に
肯
定
し
、
〈
周
縁
的

読
書
活
動
〉
を
実
践

0

0

し
て
い
る
の
は
、む
し
ろ
、
町
田
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
自
己
の
内
側
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
だ
け

で
「
複
数
性
」
に
接
し
て
い
る
バ
ル
ト
の
主
観
性
は
、
町
田
に
比
べ
れ
ば

狭
量
と
言
え
る
。
読
書
家
た
ち
が
町
田
さ
わ
子
に
思
わ
ず
魅
了
さ
れ
て
し

ま
う
の
は
、
誰
よ
り
も
主
観
に
お
け
る
開
放
性
が
強
い
彼
女
が
も
た
ら
す

「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
が
、
小
林
秀
雄
は
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト

よ
り
も
秀
で
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
、
バ
ル
ト
に
限
ら
ず
、
誰
に
と
っ
て
も
己
の
無
知
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
哲
学
す
る
こ
と
の
快
楽
に
よ
っ
て
大
小
さ
ま
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ざ
ま
な
学
派
の
祖
と
な
る
若
者
た
ち
を
魅
き
付
け
た
「
複
数
性
」
の
泰
斗

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
、
本
稿
を
締
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　

 　

人
間
た
ち
よ
、
お
ま
え
た
ち
の
う
ち
で
、
い
ち
ば
ん
知
恵
の
あ
る

者
と
い
う
の
は
、
誰
で
も
町
田
さ
わ
子
の
よ
う
に
、
自
分
の
知
恵
に

対
し
て
は
、
実
際
は
何
の
値
う
ち
の
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
知
っ
た
者
が
、
そ
れ
な
の
だ
44

　

バ
ル
ト
は
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
《
論
文
》
も
書

け
な
い
45

」
と
言
う
。
し
か
し
、
町
田
さ
わ
子
が
与
え
て
く
れ
る
読
書
に

つ
い
て
の
示
唆
は
、
決
し
て
弱
い
も
の
で
も
軽
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

も
な
い
だ
ろ
う
。
い
み
じ
く
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
実
践
が
そ
れ
を
示
し
て

く
れ
て
い
る
。

注１　

 

施
川
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ウ
キ
、
『
バ
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ー
ド
嬢
曰
く
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』
、
一
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、
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、
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２　

 

施
川
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、
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
』
、
一
迅
社
、
二
〇
一
三
年
、

五
三
頁

３　

同
書
、
一
五
頁

４　

同
書
、
九
二
頁

５　

同
書
、
四
八
頁

６　

同
書
、
一
六
頁

７　

同
書
、
四
頁
、
あ
る
い
は
、
一
三
頁
参
照

８　

前
掲
書
１
、
二
五
頁

９　

同
書
、
二
六
頁

10　

同
書
、
五
七
頁
～
六
二
頁

11　

同
書
、
六
二
頁

12　

前
掲
書
２
、
五
五
頁
～
五
九
頁

13　

前
掲
書
１
、
八
三
頁
～
八
四
頁

14　

 「
ち
ゃ
ん
と
読
め
」
と
つ
っ
こ
み
を
入
れ
て
い
た
遠
藤
君
が
読
ま
ず

に
読
ん
だ
こ
と
に
す
る
工
夫
に
つ
い
て
考
案
し
て
し
ま
う
と
い
う

シ
ー
ン
が
あ
る
（
前
掲
書
２
、
六
八
頁
）
、
長
谷
川
ス
ミ
カ
に
つ
い
て

は
、
そ
も
そ
も
関
わ
り
自
体
少
な
か
っ
た
が
、
徐
々
に
他
三
人
の
会

話
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

15　

 

施
川
ユ
ウ
キ
、
『
バ
ー
ナ
ー
ド
嬢
曰
く
。
③
』
、
一
迅
社
、
二
〇
一
六

年
、
三
八
頁
で
は
、『
高
慢
と
偏
見
』
を
読
ま
ず
に
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ

で
あ
る
『
高
慢
と
偏
見
と
ゾ
ン
ビ
』
を
読
も
う
と
す
る
町
田
に
対
し

て
文
句
を
言
い
た
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
林
自
身
も
ジ
ェ
イ
ン
・

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
作
品
を
読
ま
ず
に
『
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

の
読
書
会
』
を
先
に
読
ん
だ
経
緯
が
あ
っ
た
た
め
、
何
も
言
え
な
か
っ

た
と
い
う
シ
ー
ン
が
あ
る
。

16　

前
掲
書
１
、
二
〇
～
二
二
頁

17　
 

一
番
読
書
が
は
か
ど
る
読
書
ス
ポ
ッ
ト
は
ど
こ
か
、
寝
な
が
ら
読
書

を
す
る
時
一
番
楽
な
姿
勢
は
、
女
子
が
読
ん
で
い
た
ら
モ
テ
そ
う
な

本
は
、
と
い
っ
た
話
題
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
て
い
る
。
（
同
書
、
そ

れ
ぞ
れ
、
三
〇
頁
、
三
六
頁
、
四
二
頁
）

18　

同
書
、
三
四
～
三
五
頁

19　

同
書
、
八
六
頁
～
八
七
頁
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20　
 

小
林
秀
雄
、
『
読
書
に
つ
い
て
』
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
三
年
、

一
七
五
頁
、
木
田
元
に
よ
る
解
説
か
ら
引
用

21　

同
書
、
一
一
頁
～
一
二
頁

22　

同
書
、
一
四
頁

23　

同
書
、
一
四
頁
、
一
五
頁

24　

同
書
、
一
五
頁

25　

同
書
、
二
二
頁

26　

同
書
、
六
四
頁

27　

前
掲
書
１
、
四
五
頁
～
四
七
頁

28　

同
書
、
四
六
頁

29　

 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
花
輪
光
訳
、
『
文
学
の
記
号
学
』
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
八
一
年
参
照

30　

同
書
、
一
二
頁

31　

同
書
、
一
六
頁
～
一
八
頁

32　

同
書
、
一
八
頁

33　

同
書
、
二
一
頁

34　

同
書
、
二
〇
頁

35　

 「
科
学
の
言
説
―
―
あ
る
い
は
、
科
学
の
あ
る
種
の
言
説
―
―
に
よ

れ
ば
、
知
と
は
言
表[

さ
れ
た
も
の]

で
あ
る
。
が
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
に
お
い
て
は
、
知
は
言
表
行
為
で
あ
る
。
」
（
同
書
、
二
三
頁
）

　
　

 

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
の
講
義
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
は
「
私

が
文
学
の
な
か
で
何
よ
り
も
目
指
す
の
は
、
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」
と

述
べ
つ
つ
も
、
「
言
語
の
内
部
に
お
い
て
、
言
語
と
戦
い
、
言
語
を

脇
に
そ
ら
せ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
も
、
言
語
を
手
段

と
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
言
語
を
舞
台
に
し
て
お

こ
な
わ
れ
る
語
の
戯
れ
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
必
要
性
か
ら
、
「
私
は
無
差
別
に
、
文
学
、
ま
た
は
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
、
ま
た
は
テ
ク
ス
ト
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
用
部
分
、
ま
た
本
稿
に
お
い
て
も
扱
わ

れ
る
タ
ー
ム
は
し
ば
し
ば
変
化
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
し
て
お

く
。
（
同
書
、
一
八
頁
～
一
九
頁
参
照
）

36　

同
書
、
二
三
頁

37　

 「
言
表
は
、
言
語
学
の
通
常
の
対
象
で
あ
り
、
言
表
す
る
主
体
の
不

在
の
産
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
言
表
行
為
は
と
い
え
ば
、
主
体
の

位
置
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
さ
ら
に
は
主
体
の
欠マ

ン

ク在
を
あ
ら
わ
に
す
る
（
そ

れ
は
主
体
の
不

ア
プ
サ
ン
ス

在
で
は
な
い
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
活
動
の
現
実

そ
の
も
の
を
示
す
。
」
（
同
）

38　

 

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
、
沢
崎
浩
平
訳
、
『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
、
み
す
ず

書
房
、
一
九
七
七
年
、
一
二
〇
頁

39　

 

同
書
、
一
一
七
頁　

因
み
に
、
注
38
の
引
用
は
断
章
形
式
で
し
る
さ

れ
た
本
著
作
の
「
理
論
」
の
項
目
か
ら
。
ま
た
、こ
こ
の
引
用
は
「
主

体
」
の
項
目
か
ら
行
っ
て
い
る
。
「
主
体
」
の
引
用
の
前
略
部
分
は

次
の
通
り
。

　
　

 「
様
々
な
方
向
か
ら
探
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
唯
物
論
的
な
主
体
の

理
論
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
探
究
は
三
つ
の
段
階
を
経
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
、
古
い
心
理
学
の
手
法
を
借
り
て
、

想
像
上
の
主
体
が
取
り
巻
か
れ
て
い
る
幻
覚
を
無
慈
悲
に
批
判
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
古
典
的
な
モ
ラ
リ
ス
ト
が
こ
の
よ
う
な
批
判
に
卓

越
し
て
い
た
）
。
次
に
―
―
あ
る
い
は
、
同
時
に
、
も
っ
と
先
へ
進
み
、



― 27 ―

純
粋
な
交
替
、
ゼ
ロ
と
そ
れ
の
消
滅
の
交
替
と
し
て
描
か
れ
る
、
主

体
の
め
く
る
め
く
分
裂
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
こ
れ
は
テ
ク

ス
ト
に
関
係
が
あ
る
。
悦
楽
は
テ
ク
ス
ト
の
中
で
自
分
を
語
る
こ
と

が
で
き
な
い
け
れ
ど
、
自
分
の
消
滅
の
戦
慄
を
そ
こ
に
よ
ぎ
ら
せ
る

か
ら
で
あ
る
）
。
最
後
に
、
そ
れ
は
主
体
を
普
遍
化
す
る
こ
と
が
で

き
る
（
《
多
様
な
魂
、
死
す
べ
き
魂
》
）
―
―
主
体
を
大
衆
化
、
集
団

化
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
け
れ
ど
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
テ
ク
ス

ト
、
快
楽
、
悦
楽
が
見
い
だ
せ
る
。
《
解
釈
す
る
の
は
一
体
誰
だ

0

0

0

0

と

問
う
権
利
は
誰
に
も
な
い
。
そ
れ
は
力
へ
の
意
思
の
形
式
で
あ
る
解

釈
そ
の
も
の
だ
。
そ
れ
は
情
念
と
し
て
存
在
す
る
（
《
存
在
》
と
し

て
で
は
な
く
、
過
程
と
し
て
、
生
成
と
し
て
）
》
（
ニ
ー
チ
ェ
）
」

　
　

 「
主
体
の
理
論
」
の
構
築
の
過
程
に
お
け
る
主
体
の
消
滅
の
過
程
は
、

テ
ク
ス
ト
の
中
に
迷
い
込
む
際
の
主
体
の
解
体
の
過
程
に
関
係
し
て

い
る
と
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
、
引
用
を
配
置
し
た
。

40　

同
書
、
五
一
頁
～
五
二
頁

41　

 

注
39
の
引
用
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
出
だ
し
に
お
い
て
も
「
私
に
快

楽
を
与
え
た
テ
ク
ス
ト
を
《
分
析
》
し
よ
う
と
す
る
時
、
い
つ
も
私

が
見
出
す
の
は
私
の
《
主
観
性
》
で
は
な
い
。
私
の
《
個
体
》
で
あ
る
」

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。（
同
書
、
一
一
七
頁
～
一
一
八
頁
）

た
だ
し
、
注
35
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
「
個
体
」
と
い
う
語
に
常
に

同
じ
意
味
付
け
が
付
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
バ
ル
ト
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
矛
盾
し
な
が
ら
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
反
英
雄
は
存
在
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
快
楽
を

味
わ
い
つ
つ
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
読
者
だ
。
だ
か
ら
、
聖
書
の
古
い
神

話
は
裏
返
さ
れ
る
。
言ラ

ン

グ語
の
混
乱
は
も
は
や
罰
で
は
な
い
。
主
体
は

手
を
た
ず
さ
え
て
働
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

言
語
活
動
の
共
存
に
よ
っ
て
、
悦

ジ
ュ
イ
サ
ン
ス

楽
に
近
づ

く
の
だ
。
テ
ク
ス
ト
の
快

プ
レ
ジ
ー
ル

楽
、
そ
れ
は
幸
せ
な
バ
ベ
ル
だ
。
（
快
楽

0

0

／
悦
楽
）
。
用
語
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。
私
も
間
違
え
、
混
乱

す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
い
つ
ま
で
も
曖
昧
な
部
分
が
残
る
だ
ろ
う
。

使
い
分
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
は
っ
き
り
区
別
し
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。
パ
ラ
デ
ィ
グ
ム
は
軋
む
だ
ろ
う
。
意
味
は
す
ぐ
に
取
り
消
さ

れ
た
り
、
取
り
替
え
ら
れ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
言

デ
ィ
ス
ク
ー
ル

述
は
不
完
全
な
も

の
と
な
る
だ
ろ
う
）
」
（
同
書
、
六
頁
～
七
頁
）

　
　

 

バ
ル
ト
本
人
が
言
述
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
に
お

い
て
、
ま
た
、
タ
ー
ム
を
確
定
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
か
ら

逃
れ
自
由
を
行
使
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
点
に
お
い
て
、
タ
ー
ム
の

不
確
定
は
免
れ
え
な
い
と
言
え
る
。

42　

同
書
、
一
二
二
頁
～
一
二
三
頁

43　

同
書
、
一
五
〇
頁

44　

 

プ
ラ
ト
ン
、
田
中
美
知
太
郎
訳
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
」
『
プ
ラ
ト

ン
全
集
第
１
巻
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
、
六
六
頁
よ
り
。
な
お
、

原
文
で
は
「
町
田
さ
わ
子
」
の
部
分
が
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
な
っ
て

い
る
。

45　

前
掲
書
38
、
六
四
頁


