
「
し
ろ
ば
ん
ば
」
試
論

越
　
智

良
　
二

（
国
文
学
研
究
室
）

序

　
井
上
靖
の
自
伝
的
小
説
「
し
ろ
ば
ん
ぽ
」
は
、
昭
和
三
五
年
一
月
か
ら
昭
和
三
六

年
九
月
に
か
け
て
雑
誌
『
主
婦
の
友
』
に
連
載
さ
れ
、
後
、
昭
和
三
七
年
一
〇
月
中

央
公
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
に
は
、
昭
和
三
六
年
一
〇
月
か
ら
昭
和
三

七
年
一
二
月
に
か
け
て
同
じ
『
主
婦
の
友
』
に
書
き
継
が
れ
た
続
篇
が
あ
っ
て
、
こ

れ
は
、
『
続
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
』
と
し
て
昭
和
三
八
年
一
一
月
中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
正
、
続
篇
を
合
せ
て
『
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
』
前
篇
と
し
て
、
各

種
の
文
庫
本
等
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
然
し
、
正
篇
と
続
篇
と
の
間
に
は
、
主
人
公

の
年
齢
で
二
歳
の
空
白
が
あ
り
、
厳
密
に
は
、
二
つ
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿

で
は
、
一
先
ず
、
正
篇
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
た
い
。
続
篇
は
、
ま
た
、
別
の
モ

チ
ー
フ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
年
譜
に
よ
る
と
、
昭
和
三
五
年
井
上
は
五
三
歳
、
前
年
五
月
に
は
父
隼
雄
の
死
に

出
会
っ
て
も
い
る
か
ら
、
人
生
の
半
を
過
ぎ
た
井
上
が
、
そ
の
半
生
を
回
顧
し
、
総

括
し
よ
う
と
す
る
心
境
に
立
ち
到
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
の
執
筆
事

情
に
つ
い
て
、
井
上
自
身
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

…
こ
の
作
品
に
登
場
し
て
来
る
人
物
は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
も
、
さ
き
子
も
、
上

の
家
の
祖
父
も
、
祖
母
も
、
伯
父
の
石
守
森
之
進
も
、
み
ん
な
実
在
の
人
物
で

す
。
こ
の
作
品
に
書
か
れ
て
あ
る
事
件
も
、
作
老
の
身
辺
に
起
っ
た
実
際
に
あ

っ
た
こ
と
で
す
。
（
中
略
）
私
は
幼
少
時
代
の
自
分
に
愛
護
と
い
う
名
前
を
つ

け
て
、
小
説
の
中
で
、
も
う
一
度
幼
少
時
代
の
生
活
を
繰
り
返
し
て
貰
っ
て
み

た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
（
新
潮
社
版
『
井
上
靖
小
説
全
集
』
2
5
「
自
作

解
題
」
）

同
じ
井
上
の
随
筆
集
『
幼
き
日
の
こ
と
』
（
昭
和
四
八
・
六
、
毎
日
新
聞
社
刊
）
等

に
照
合
し
て
み
る
と
、
「
し
ろ
ば
ん
ば
」
に
描
か
れ
た
内
容
は
、
ほ
ゴ
井
上
自
身
の

幼
年
時
を
其
侭
な
ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
事
実
の
虚
構
部
分

も
無
い
で
は
な
い
。
然
し
、
そ
の
多
く
は
、
井
上
の
所
謂
「
…
枚
の
絵
」
（
記
憶
の

断
片
）
を
具
象
化
す
る
過
程
で
付
加
さ
れ
た
リ
テ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、

井
上
の
語
る
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
同
じ
井
上
の
小
説
『
あ
す
な
ろ
物

語
』
（
昭
和
二
九
・
四
、
新
潮
社
刊
）
が
多
量
の
虚
構
部
分
を
含
ん
で
い
る
の
と
対
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

面
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
井
上
が
自
己
自
身
の
人
生
を
回
顧
し
、
自
己
に
関
つ
た

死
者
達
を
描
く
と
い
う
作
業
は
、
必
然
的
に
、
死
者
達
へ
の
鎮
魂
と
い
っ
た
趣
を
帯

び
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
「
し
ろ
ぼ
ん
ば
し
と
い
う
題
名
も
、
そ
れ
は
、
其
侭
白
髪
の

老
婆
即
ち
お
ぬ
い
婆
さ
ん
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
夕
闇
の
中
に

漂
い
出
て
く
る
微
生
物
を
通
し
て
、
蘇
っ
て
き
た
死
者
達
の
魂
暁
を
連
想
さ
せ
も
す

る
。
本
稿
で
は
、
主
人
公
伊
上
洪
作
の
性
格
に
注
目
し
、
そ
の
個
我
覚
醒
の
過
程
を

検
証
し
つ
玉
、
作
品
の
主
題
を
分
析
し
た
い
と
考
え
る
。

　
「
し
ろ
ば
ん
ぽ
」
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
大
人
の
視
点
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ザ

と
、
子
供
の
視
点
が
其
侭
活
か
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
章
で
洪

作
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
を
説
明
す
る
部
分
は
、
前
者
で
あ
ろ
う
。
そ
の
説
明
を
要

約
す
れ
ぽ
、
ほ
ゴ
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。
主
人
公
伊
上
洪
作
は
、
軍
医
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

父
捷
作
（
モ
デ
ル
は
隼
雄
）
と
母
七
重
（
や
ゑ
）
の
間
に
生
れ
た
長
男
で
あ
る
。
然

し
、
彼
は
、
豊
橋
に
住
む
両
親
と
は
同
居
せ
ず
、
母
の
郷
里
で
あ
る
伊
豆
半
島
の
山

村
湯
ヶ
島
に
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
（
お
か
の
お
婆
さ
ん
）
と
二
人
置
暮
し
て
い
る
。
お

ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
出
作
の
母
方
の
曽
祖
父
伊
上
辰
之
助
（
井
上
潔
）
の
妾
で
あ
っ
た

女
性
で
あ
る
。
辰
之
助
は
、
自
分
の
死
後
、
こ
の
妾
の
生
活
を
安
定
し
た
も
の
と
す

る
為
に
、
孫
娘
の
七
重
即
ち
洪
作
の
母
を
分
家
さ
せ
、
ぬ
い
を
其
の
養
母
と
し
て
伊

上
家
の
戸
籍
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
畑
作
に
と
っ
て
は
、
義
祖
母
と

も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
血
縁
的
繋
が
り
は
な
い
。
伊
上
家
の
人
々
に
と
っ
て

は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
無
法
な
侵
入
者
で
あ
り
、
憎
む
べ
き
敵
対
者
で
あ
る
。
万

作
は
、
母
七
重
が
妹
出
産
の
折
に
、
一
時
的
に
お
ぬ
い
婆
さ
ん
に
預
け
ら
れ
た
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
な
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
洪
作
を
手
懐
け
、
手
許
に
引
付
け
て
、
自
ら
の
地
位
を
よ

りり
安
定
し
た
も
の
に
す
る
手
段
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
と
洪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
み
　
　
い
え

作
の
生
活
す
る
土
蔵
の
近
く
に
は
、
母
の
実
家
で
あ
る
上
の
家
即
ち
伊
上
本
家
が
あ

り
、
其
処
に
は
、
洪
作
の
曽
祖
母
し
な
（
ひ
ろ
）
、
祖
父
文
太
（
文
次
）
、
祖
母
た
ね

（
た
つ
）
、
そ
れ
か
ら
多
く
の
叔
父
叔
母
た
ち
が
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
が
豊
作
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
る
。

お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
曽
祖
父
辰
之
助
の
妾
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
お
ぬ
い
婆
さ
ん

と
本
家
の
上
の
家
と
は
、
全
く
仇
敵
の
関
係
に
あ
っ
た
。
曽
祖
母
の
お
し
な
婆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
　
ぐ
た
い
て
ん

さ
ん
に
し
て
み
れ
ぽ
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
自
分
か
ら
夫
を
奪
っ
た
不
倶
戴
天
の

仇
敵
で
あ
っ
た
し
、
祖
父
母
た
ち
か
ら
言
わ
せ
れ
ば
、
曽
祖
父
辰
之
助
に
取
り

入
っ
て
つ
い
に
本
家
よ
り
も
大
き
い
家
屋
敷
を
手
に
入
れ
、
し
か
も
自
分
た
ち

の
娘
を
養
女
と
し
て
そ
の
義
母
に
な
り
す
ま
し
、
い
ま
は
孫
の
愚
作
ま
で
人
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ヨ
　

に
取
り
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
腹
黒
い
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
大
人
の
眼
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
然
し
、
「
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
」
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
人
間
関
係
は
、
一
つ
一
つ
子
供

で
あ
る
洪
作
の
眼
か
ら
眺
め
直
さ
れ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
、
上
の
家
の
み
つ
（
ま
さ
）

は
、
戸
籍
上
は
平
作
の
叔
母
に
当
た
る
が
、
彼
は
、
同
年
齢
の
「
み
つ
ち
ゃ
」
を
叔

母
と
実
感
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
同
様
に
、
み
つ
の
姉
で
あ
る
さ
ぎ
子
（
ま
ち
）

は
、
戸
籍
上
は
「
さ
き
子
叔
母
さ
ん
」
で
あ
る
筈
だ
が
、
彼
に
は
「
さ
き
子
ね
え
ち

ゃ
ん
」
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
祖
母
た
ね
は
、
そ
う
し
た
彼
の
呼
び
方
を
訂
正
し

よ
う
と
す
る
が
、
彼
は
従
わ
な
い
。

　
こ
う
し
て
彼
は
子
供
の
実
感
に
即
し
て
周
囲
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
彼

の
眼
に
も
、
呼
称
の
二
重
蓋
を
通
し
て
大
人
達
の
人
間
関
係
は
捕
え
ら
れ
て
ゆ
く
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
端
的
な
例
は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
呼
称
で
あ
ろ
う
。

「
今
、
お
ぬ
い
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
i
」
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馴
姿
が
言
い
か
け
る
と
、
間
髪
を
容
れ
ず
、

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
お
ぬ
い
婆
さ
ん
」

さ
き
子
は
訂
正
し
た
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
よ
」

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
で
あ
る
も
ん
で
す
か
。
よ
そ
の
者
よ
。
い
い
の
、
よ
く
覚
え

て
お
く
の
よ
。
あ
ん
た
は
あ
の
人
と
一
緒
に
暮
し
て
い
る
け
ど
、
あ
れ
は
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
お
家
の
人
で
は
な
い
の
。
何
と
い
っ
た
ら
い
い
か
し

ら
、
さ
う
ね
、
　
一
掃
や
」

此
処
に
は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
と
上
の
家
と
の
敵
対
関
係
が
如
実
に
現
れ
て
お
り
、
挙

試
は
、
子
供
乍
ら
に
其
れ
を
認
識
し
て
い
る
。
『
幼
き
日
の
こ
と
』
に
よ
る
と
、
こ

の
場
面
は
、
井
上
の
実
体
験
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
（
お

ぬ
い
婆
さ
ん
は
お
か
の
お
婆
さ
ん
、
さ
き
子
は
ま
ち
で
あ
る
。
）

お
か
の
お
婆
さ
ん
、
お
か
の
お
婆
さ
ん
と
私
が
祖
母
を
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
あ

る
時
、
彼
女
（
注
、
ま
ち
）
は
私
を
た
し
な
め
た
。

一
お
か
の
お
婆
さ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
お
か
の
さ
ん
。

一
お
か
の
お
婆
さ
ん
だ
。

i
違
う
の
。
お
か
の
さ
ん
と
お
言
い
。
あ
ん
た
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、
本
家

の
お
ば
あ
さ
ん
だ
け
。
お
か
の
お
婆
さ
ん
は
、
お
ば
あ
さ
ん
じ
ゃ
な
い
の
。
あ

れ
は
、
お
か
の
さ
ん
。

此
処
に
は
、
お
か
の
お
婆
さ
ん
と
井
上
本
家
と
の
敵
対
関
係
が
如
実
に
現
れ
て
い
る

が
、
再
び
「
し
ろ
ぼ
ん
ぼ
し
の
作
中
世
界
に
帰
っ
て
言
う
と
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
方

も
、
上
の
家
の
人
々
を
呼
ぶ
時
に
は
、
必
ず
「
ぐ
ず
の
お
み
つ
」
と
か
、
「
ろ
く
で

な
し
の
さ
き
子
」
と
か
い
っ
た
形
容
詞
を
付
し
て
い
る
。
濫
作
自
身
も
、
お
し
な
婆

さ
ん
に
は
「
悪
い
も
ん
の
人
質
」
と
呼
ば
れ
た
り
、
村
人
に
は
「
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の

食
い
も
の
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
呼
称
の
例
を
拾
っ
て
ゆ
く

と
、
洪
作
は
、
自
己
の
置
か
れ
た
立
場
に
つ
い
て
全
く
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
は
思
わ

れ
な
い
。
彼
は
、
唯
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
甘
言
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
一
緒
に
暮
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
愛
情
の
中
に
現
実
的
な
打
算
の
あ
る
こ
と
を

承
知
の
上
で
、
一
緒
に
暮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
年
、
井
上
が
こ
の
義
祖
母
と
の

共
同
生
活
を
「
強
固
な
同
盟
関
係
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
基
く
為
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
又
、
此
処
か
ら
は
、
洪
作
と
い
う
擬
孤
児
の
持
つ
性
格
上
の
一
特

質
が
抽
出
出
来
る
よ
う
に
も
思
う
。
そ
れ
は
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
親
愛
・
同
情

で
あ
り
、
幼
い
乍
ら
に
お
ぬ
い
婆
さ
ん
を
庇
護
し
よ
う
と
す
る
男
性
的
原
理
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
又
、
換
言
す
れ
ぽ
、
世
間
か
ら
白
眼
視
さ
れ
た
人
間
に
対
す
る
共
鳴
で
あ

り
、
侠
気
と
で
も
い
っ
た
性
格
の
発
露
で
あ
る
。
こ
う
し
た
豊
作
で
あ
れ
ぽ
こ
そ
、

母
親
の
七
重
は
、
情
を
同
じ
く
す
る
存
在
と
は
な
り
難
い
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

第
六
章
に
も
見
ら
れ
る
如
く
、
七
重
は
、
偶
に
帰
省
し
た
実
家
の
中
で
も
一
番
の
権

力
者
で
あ
り
、
強
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
又
、
こ
う
し
た
洪
作
の
弱
毒
へ
の
親
愛
・
同
情
は
、
作
品
全
体
の
基
底

を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
洪
作
が
お
ぬ
い
婆
さ
ん
と
同
等
の
忠
誠
を
尽
く

す
べ
き
存
在
で
あ
る
さ
き
子
の
場
合
を
見
て
も
分
か
る
。
勿
論
、
沼
津
の
女
学
校
を

卒
業
し
、
村
の
小
学
校
の
代
用
教
員
と
な
っ
た
頃
の
さ
き
子
は
、
同
情
す
べ
き
弱
者

で
は
な
い
。
然
し
、
同
僚
の
中
川
基
と
恋
愛
し
、
未
婚
の
ま
ま
に
妊
娠
し
た
後
の
さ

き
子
は
、
保
守
的
な
村
の
中
で
、
厳
し
く
批
難
さ
れ
る
社
会
的
弱
者
で
あ
る
。
お
ぬ

い
婆
さ
ん
に
し
ろ
、
さ
き
子
に
し
ろ
、
世
間
の
白
眼
視
に
耐
え
て
ひ
た
む
き
に
生
き

よ
う
と
す
る
人
間
に
対
し
、
洪
作
の
侠
気
は
、
強
い
共
鳴
を
促
さ
れ
る
も
の
玉
よ
う

で
あ
る
。

　
尤
も
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
面
作
に
対
す
る
愛
情
の
中
に
は
、
一
面
に
お
い
て
、
曽

祖
父
辰
之
助
の
残
像
を
洪
作
の
裡
に
見
よ
う
と
す
る
要
素
が
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
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二

そ
の
愛
情
は
無
類
の
奉
仕
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
↓
面
に
お
い
て
、
現
実
的
な
打
算

に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
が
、
洪
作
は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
愛
情

の
真
実
性
を
疑
わ
な
い
。
又
、
さ
き
子
の
洪
作
に
対
す
る
愛
情
も
、
こ
の
大
人
達
の

人
間
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
両
親
と
離
れ
て
暮
す
甥
に
対
し
て
、
母
親
代
わ
り
と
で
も

い
っ
た
性
格
を
持
ち
、
よ
り
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
作
は
、
そ

の
事
を
直
覚
し
て
も
い
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
の
さ
き
子
に
対
す
る
同
情
も
、
よ
り
強

固
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る
に
し
て
も
、
尚
、
倭
学
の
侠
気
と
も
い
う
べ
き
特

質
は
根
強
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
傍
証
と
し
て
注
罠
さ
れ
る
の
は
、
彼
の
中

川
基
に
対
す
る
感
情
の
推
移
で
あ
る
。
夏
作
は
、
初
め
、
こ
の
大
学
出
の
青
年
教
師

に
強
い
好
意
を
抱
い
て
い
た
。
そ
の
好
意
は
、
中
川
が
さ
き
子
の
恋
人
と
な
っ
た
後

も
、
持
続
し
て
い
た
。
然
し
、
そ
の
中
川
へ
の
好
意
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
か
ら
微

妙
な
変
化
を
み
せ
始
め
る
。
即
ち
、
三
生
と
さ
き
子
が
中
川
を
下
宿
倉
男
っ
て
い
っ

た
夜
道
の
場
面
で
あ
る
。

「
洪
ち
ゃ
ん
も
、
さ
き
子
と
基
は
怪
し
い
そ
、
っ
て
唄
っ
て
る
の
？
」

さ
ぎ
子
は
笑
い
な
が
ら
趣
い
た
。

「
う
う
ん
。
唄
っ
た
り
し
な
い
や
」

洪
作
は
答
え
た
。
す
る
と
さ
き
子
は
、

「
ほ
ん
と
に
怪
し
い
ん
で
す
も
の
、
怪
し
い
っ
て
言
わ
れ
た
っ
て
仕
方
が
な
い

わ
。
ね
え
、
洪
ち
ゃ
。
そ
れ
を
中
川
先
生
っ
た
ら
、
男
の
く
せ
に
び
く
び
く
し

て
い
る
の
。
お
か
し
い
わ
ね
。
洪
ち
ゃ
だ
っ
た
ら
、
平
気
よ
、
ね
」

さ
ぎ
子
が
言
っ
た
。
洪
作
に
対
っ
て
言
っ
て
は
い
た
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
傍

の
中
川
基
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
川
は
そ
れ
に
対
し
て
は
何
も
言
葉

を
出
さ
な
い
で
、

「
星
が
高
い
な
」

そ
う
言
っ
て
夜
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
し
た
。

此
処
に
は
、
恋
に
ひ
た
む
き
な
さ
き
子
の
そ
れ
に
比
し
、
明
ら
か
に
消
極
的
で
保
身

的
な
中
川
の
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
極
言
す
れ
ば
、
男
の
卑
小
さ
と
い
っ

た
も
の
で
あ
り
、
洪
作
は
、
そ
れ
を
直
感
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
さ
き
子

は
妊
娠
し
、
中
川
は
、
半
島
の
西
海
岸
に
あ
る
小
学
校
へ
転
任
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
中
川
が
生
徒
達
を
前
に
転
任
の
挨
拶
を
す
る
場
面
で
、
洪
作
は
、
中
川
が
さ
き

子
の
為
に
犠
牲
老
と
な
っ
て
遠
く
へ
去
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い
込
む
。
そ
し
て
、
男

ら
し
い
中
川
に
限
り
な
い
同
情
を
寄
せ
る
が
、
そ
の
直
後
に
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
か
ら
、

さ
き
子
と
中
川
が
結
婚
す
る
の
だ
と
聞
か
さ
れ
、
自
分
の
寄
せ
て
い
た
同
情
が
急
に

馬
鹿
ら
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
此
処
に
は
、
中
川
に
さ
き
子
を
奪
い
去
ら
れ
る
の
で

は
と
い
っ
た
不
安
も
あ
る
の
だ
が
、
根
本
的
に
は
、
侠
客
中
川
の
犠
牲
的
行
為
（
と

思
わ
れ
た
も
の
）
に
感
動
し
、
や
が
て
失
望
す
る
と
い
う
詩
作
の
侠
気
が
、
強
く
作

動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
川
は
、
こ
の
後
、
洪
作
の
心
の
中
か
ら
も
、
物
語
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ど

か
ら
も
急
速
に
消
え
て
ゆ
く
。
一
方
、
さ
き
子
は
、
上
の
家
に
停
ま
っ
て
男
子
を
出

産
し
、
不
治
の
病
に
陥
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
さ
き
子
に
対
す
る
同
情
が
、
作
品
全
体
に

通
底
す
る
主
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
此

処
で
は
、
洪
作
の
持
つ
侠
気
と
い
っ
た
特
質
を
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
し
た

特
質
の
故
に
、
洪
作
は
、
弱
者
へ
の
親
愛
・
同
情
を
示
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
こ

の
作
品
の
基
本
的
な
性
格
を
形
造
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
白
で
言
え
ば
、
人
道
主
義
的
な
味
い
で
あ
る
。
洪
作
と
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
血
縁

的
な
繋
が
り
を
持
た
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
弱
い
者
同
志
の
強
い
愛
情
に
よ
っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
其
処
に
は
、
人
間
と
人
間
が
心
情
的
に
結
合
し
得
る
可
能
性
が

示
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
子
と
洪
作
の
場
合
も
、
単
な
る
血
縁
的
繋
が
り
と
い
う
よ
り

も
、
そ
れ
以
上
の
シ
ン
パ
シ
ー
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
人
間
間
の
善
意

や
愛
情
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
年
の
井
上
文
学
の
一
面
を
な

6
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す
人
道
主
義
的
傾
向
の
原
型
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
」
の
作
中
世
界
は
、
洪
作
の
小
学
二
年
生
の
春
か
ら
三
年
半
の
秋
に

到
る
一
年
半
が
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
事
件
は
、
時
間
的
進
行
に
沿
っ
て
展
開
し
、

そ
う
し
た
時
間
の
軸
の
上
に
空
間
的
拡
大
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
爆

心
の
個
我
の
覚
醒
が
描
か
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
過
程
の
中
で
先
ず
気
付
か
さ

　
　
　
　
　
を
の
　
こ

れ
る
の
は
、
男
子
の
出
現
と
で
も
い
っ
た
一
特
色
で
あ
る
。
そ
の
最
も
よ
い
例
は
、

第
二
章
に
描
か
れ
た
一
連
の
袴
事
件
で
あ
ろ
う
。
舞
台
は
、
洪
作
の
住
む
土
蔵
と
周

囲
の
親
戚
か
ら
小
学
校
へ
と
拡
大
し
て
ゆ
く
。
洪
作
は
、
一
学
期
の
終
業
式
の
日
に
、

村
の
名
家
の
子
供
と
し
て
一
人
だ
け
袴
を
着
け
て
登
校
す
る
。
そ
し
て
、
上
級
生
達

の
虐
め
に
合
う
が
、
洪
作
は
、
抵
抗
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
処
が
、
そ
の
日
、
も

う
一
人
袴
を
着
け
て
登
校
し
て
き
た
同
級
生
の
浅
井
光
一
は
、
同
様
の
上
級
生
の
虐

め
に
対
し
、
敢
然
と
立
ち
向
か
う
。
洪
作
は
、
こ
の
勇
気
あ
る
少
年
の
姿
に
感
動
し
、

自
ら
の
卑
屈
さ
を
痛
感
す
る
。
こ
れ
は
、
非
道
や
横
暴
に
対
し
て
敢
然
と
立
ち
向
か

う
勇
気
の
問
題
で
あ
り
、
人
生
に
お
い
て
闘
う
べ
き
時
に
は
闘
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ

と
い
う
男
の
生
き
方
の
発
見
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
〕
学
期
の
成
績
が
発
表
さ
れ
、
そ
れ
迄
｝
番
で
あ
っ
た
洪
作
が
二
番
と

な
り
、
先
の
浅
井
光
一
が
一
番
と
な
る
。
洪
作
は
、
学
校
の
成
績
で
も
暴
力
に
立
ち

向
か
う
態
度
で
も
、
自
分
は
光
一
に
及
ば
な
い
と
い
う
気
持
に
な
る
。
お
ぬ
い
婆
さ

ん
は
、
洪
作
が
二
番
に
落
と
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
学
校
へ
怒
鳴
り
込
も
う
と
す

る
が
、
洪
作
は
、
其
の
足
元
に
し
が
み
つ
い
て
必
死
に
止
め
よ
う
と
す
る
。
此
処
に

も
、
又
、
一
つ
の
勇
気
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
此
処
に
示
さ
れ
た
の
は
、
自

己
の
敗
北
を
受
容
し
よ
う
と
す
る
勇
気
で
あ
り
、
男
ら
し
い
態
度
で
あ
る
。
洪
図
は
、

誠
に
潔
く
敗
北
を
受
容
す
る
わ
け
だ
が
、
此
処
に
こ
そ
、
却
っ
て
濫
作
の
強
さ
が
よ

く
現
れ
て
お
り
、
男
子
と
し
て
の
個
我
の
覚
醒
も
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
又
、
続
い
て
起
っ
た
門
野
原
か
ら
の
遁
走
事
件
に
も
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
洪
作
が
、
伯
父
で
も
あ
り
校
長
で
も
あ
っ
た
石
守
森
之
進
（
石
渡
林

太
郎
）
に
連
れ
ら
れ
て
門
野
原
の
彼
の
家
へ
一
夜
泊
り
に
出
掛
け
た
際
に
、
勇
気
を

出
し
て
｝
人
で
走
っ
て
帰
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
此
処
に
見
ら
れ
る
の
は
、
上

作
の
主
体
的
意
志
の
発
動
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
門
野
原
遁
走
事
件
は

虚
構
で
あ
っ
て
、
『
幼
き
日
の
こ
と
』
等
に
よ
る
と
、
実
際
に
は
、
井
上
は
伯
父
の

家
に
一
泊
し
、
行
水
な
ど
も
使
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
井
上
が
此
処
に
此
の
虚
構

を
挿
入
し
た
の
は
、
製
作
の
内
な
る
男
子
の
出
現
を
描
こ
う
と
し
た
為
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
洪
作
は
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
庇
護
下
に
あ
り
乍
ら
も
、
徐
々
に
個
我
の
覚

醒
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

　
門
野
原
遁
走
事
件
は
、
一
面
に
お
い
て
、
彼
の
生
活
空
間
の
拡
大
と
い
っ
た
意
味

合
い
を
持
つ
が
、
こ
の
後
、
彼
は
、
夏
期
休
暇
に
入
っ
て
、
豊
橋
に
住
む
両
親
の
所

へ
向
か
う
。
こ
れ
は
、
彼
の
人
生
に
と
っ
て
、
決
定
的
な
空
間
的
拡
大
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
彼
に
種
々
の
認
識
の
変
革
を
齎
ら
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
湯
ヶ
島

　
　
　
　
な

か
ら
眺
め
慣
れ
た
小
さ
な
富
士
と
、
汽
車
の
窓
か
ら
眺
め
た
大
き
な
富
士
と
の
差
に

驚
き
、
「
あ
！
こ
ん
な
と
こ
に
も
富
士
が
あ
ら
あ
」
と
叫
ん
だ
り
す
る
の
が
、
そ
の

好
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
又
、
此
の
空
間
的
拡
大
は
、
洪
作
に
対
し
て
、
村
と
町
と

い
う
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
村
の
子
供
で
あ
る
壁
塗
は
、
自
己
と

は
異
質
な
町
の
子
供
に
遭
遇
し
、
劣
等
感
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、

以
下
の
如
ぎ
も
の
で
あ
る
。

　
先
ず
、
第
一
に
、
馬
車
に
乗
っ
て
湯
ヶ
島
部
落
を
抜
け
出
し
大
仁
の
町
に
到
っ
た

時
の
思
い
で
あ
る
。

大
仁
へ
は
い
る
と
、
こ
こ
は
前
作
に
と
っ
て
は
全
く
の
異
郷
で
あ
っ
た
。
湯
ヶ

島
の
新
道
よ
り
賑
か
な
通
り
が
か
な
り
長
い
間
続
い
て
お
り
、
湯
ヶ
島
の
子
供

た
ち
よ
り
ず
っ
と
都
会
風
な
顔
を
持
ち
、
そ
し
て
も
っ
と
ぎ
れ
い
な
服
装
を
し
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二

て
い
る
子
供
た
ち
が
、
路
傍
に
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。

続
い
て
、
大
仁
か
ら
軽
便
鉄
道
に
乗
っ
て
沼
津
の
町
に
着
い
た
後
、

め
た
時
の
感
想
で
あ
る
。

旅
館
の
前
を
眺

時
々
劇
作
の
立
っ
て
い
る
前
を
町
の
子
供
た
ち
が
通
っ
た
。
大
仁
の
町
の
子
供

よ
り
ま
た
一
層
、
み
ん
な
小
ぎ
れ
い
な
恰
好
を
し
て
、
下
駄
や
草
履
を
履
い
て

い
た
。
（
中
略
）
街
の
子
供
た
ち
は
ふ
だ
ん
も
よ
そ
行
き
の
よ
う
な
も
の
を
履

い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
洪
作
は
思
っ
た
。
子
供
た
ち
が
通
る
度
に
、
洪
作

　
　
　
う
つ
む

は
顔
を
傭
向
け
た
。
何
と
な
く
相
手
の
顔
や
姿
を
見
守
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ

た
。
顔
立
ち
も
、
着
て
い
る
着
物
も
、
歩
き
方
も
、
何
も
か
も
相
手
に
及
ば
な

い
も
の
を
感
じ
た
。
町
の
子
供
た
ち
の
言
葉
は
、
は
き
は
き
し
て
心
地
よ
い
。

明
る
い
響
き
を
以
っ
て
洪
作
の
耳
に
聞
え
た
。
洪
作
は
す
っ
か
り
ひ
け
め
を
感

じ
て
、
再
び
宿
の
内
部
へ
引
っ
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
、
更
に
、

な
印
象
で
あ
る
。

沼
津
か
ら
汽
車
に
乗
っ
て
辿
り
着
い
た
豊
橋
に
お
け
る
次
の
よ
う

湯
ヶ
島
な
ど
で
は
見
た
く
て
も
見
ら
れ
な
い
色
の
白
い
目
鼻
立
ち
の
整
っ
た
少

女
が
、
金
切
声
を
張
り
上
げ
て
、
大
き
な
金
魚
を
追
い
廻
し
た
り
、
や
は
り
同

じ
よ
う
に
湯
ヶ
島
で
は
想
像
も
で
き
な
い
神
経
質
な
顔
を
し
た
少
年
が
、
眉
を

し
か
め
て
、
一
匹
の
小
さ
い
斑
点
の
あ
る
金
魚
を
追
い
か
け
た
り
し
て
い
る
の

を
眺
め
て
い
た
。
都
会
の
子
供
た
ち
は
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
利
口
そ
う
で
、

は
き
は
き
も
の
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
。

以
上
、
三
つ
の
実
例
を
重
ね
て
み
れ
ぽ
、
洪
作
の
中
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
生
じ
て

い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
此
処
で
は
、
都
会
の
子
供
達
が
持
つ
華
や
か
な
外
見

が
、
洪
作
に
劣
等
感
を
抱
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
洪
作

が
実
に
潔
く
自
己
の
劣
等
性
を
認
め
る
点
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
劣
等
感
は
陰
湿
な

も
の
と
な
ら
ず
、
却
っ
て
、
快
い
謙
虚
さ
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
こ
の
点
は
、
先

に
、
洪
作
が
浅
井
光
一
の
勇
気
に
感
動
し
た
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

　
で
は
、
何
故
洪
作
は
此
の
よ
う
に
自
己
の
劣
等
性
を
潔
く
認
識
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
場
合
に
は
、
先
ず
、
こ
の
洪
作
と
い
う
少

　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
り

年
の
置
か
れ
て
い
る
や
x
特
殊
な
位
置
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち
、
彼
は
、
村
の
子
供
で
は
あ
る
が
、
純
粋
な
村
の
子
供
で
は
な
い
。
村
の
中
で

も
特
権
的
な
位
置
に
あ
り
、
両
親
は
都
会
に
住
ん
で
い
る
。
将
来
の
大
学
進
学
を
通

じ
て
、
町
へ
の
道
は
確
実
に
展
か
れ
て
い
る
。
謂
わ
ば
、
彼
は
、
町
と
村
の
中
間
項

的
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
劣
等
感
も
、
例
え
ば
新
美
南
吉
が
「
い
ぼ
」
（
昭

和
一
八
・
九
、
童
話
集
『
牛
を
つ
な
い
だ
椿
の
木
』
所
収
）
で
描
い
た
よ
う
な
、
絶

望
的
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
又
、
洪
作
は
、
一
見
華
や
か
な
都
会
の
子
供
達
の
中
に
も
、
或
る
「
神

経
質
」
な
虚
弱
さ
の
在
る
こ
と
を
見
抜
く
だ
け
の
眼
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼

は
、
豊
橋
へ
向
か
う
汽
車
の
中
で
、
富
士
川
や
天
竜
川
が
川
幅
ぽ
か
り
は
広
く
て
も

水
の
流
れ
る
部
分
は
狭
く
、
却
っ
て
湯
ヶ
島
の
狩
野
川
の
方
が
水
量
が
曲
豆
か
で
立
派

だ
と
考
え
た
り
す
る
。
そ
し
て
、
富
士
川
で
泳
ぐ
町
の
子
供
達
を
軽
蔑
し
、
狩
野
川

で
泳
ぐ
自
分
達
の
方
が
位
が
上
だ
と
思
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
電
熱
の
眼
は
、
沼

津
の
親
戚
か
み
ぎ
の
家
へ
到
っ
て
、
町
の
子
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
蘭
子
・
れ
い
子

の
姉
妹
に
出
会
っ
た
時
に
も
働
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
蘭
子
は
、
贅
沢
に
我
侭
一
杯

に
育
っ
た
美
し
い
少
女
で
あ
る
が
、
全
作
を
「
田
舎
の
人
」
と
呼
び
、
理
由
の
な
い

意
地
悪
さ
で
彼
を
た
じ
ろ
が
せ
る
。
洪
作
は
、
蘭
子
に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
彼
女
が
妹

の
れ
い
子
と
自
転
車
に
乗
る
順
番
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
時
、
妹
の
頬
を
ば
ち
ん
と
打

ち
乍
ら
却
っ
て
自
分
の
方
が
う
わ
っ
と
泣
き
出
す
の
を
目
撃
す
る
。
此
処
で
は
、
驕
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慢
さ
の
裏
に
虚
弱
さ
の
あ
る
こ
と
が
、
的
確
に
見
抜
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
又
、

乱
作
は
、
か
み
き
の
お
ぼ
さ
ん
に
都
会
風
の
ご
馳
走
の
名
前
を
並
べ
ら
れ
た
時
、
「
洪

ち
ゃ
、
嫌
い
だ
」
と
言
い
続
け
る
誇
り
高
さ
も
持
っ
て
い
る
。
彼
は
、
唯
都
会
的
な

も
の
に
圧
倒
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
強
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
潔
い
劣

等
感
の
裏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
的
確
な
眼
と
、
誇
り
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

個
我
の
覚
醒
は
、
自
己
と
は
異
質
な
他
者
に
遭
遇
し
、
其
処
か
ら
自
己
自
身
を
再

認
識
す
る
過
程
で
あ
る
。
洪
作
の
場
合
に
は
、
自
己
に
優
越
す
る
（
と
見
え
る
）
他

者
に
出
会
い
、
劣
等
感
を
抱
き
乍
ら
も
、
そ
れ
を
受
容
し
、
そ
れ
を
は
ね
返
し
て
ゆ

く
と
い
う
弾
力
性
の
上
に
、
個
我
が
築
か
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
は
、

後
の
井
上
文
学
全
体
を
考
え
る
場
合
に
も
示
唆
的
で
あ
る
。
即
ち
、
井
上
は
、
可

成
多
く
の
自
伝
的
小
説
や
家
庭
小
説
を
書
い
て
い
る
が
、
所
謂
「
私
」
小
説
の
伝
統

　
　
　
　
　
　
　
　
る
り

か
ら
は
切
れ
て
い
る
。
　
「
私
」
小
説
作
家
の
個
我
が
、
自
他
未
分
離
の
農
村
共
同
体

的
心
性
基
盤
を
持
ち
、
安
易
な
自
己
肯
定
と
自
尊
観
念
を
突
出
さ
せ
て
い
る
の
に
対

し
、
井
上
の
そ
れ
は
、
遥
か
に
相
対
的
自
己
認
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
時
に
、
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

語
性
の
過
剰
か
ら
通
俗
性
を
帯
び
る
に
し
て
も
、
井
上
の
文
学
は
、
社
会
的
広
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

失
わ
な
い
。
（
論
者
に
は
、
別
に
、
優
れ
た
「
私
」
小
説
が
持
つ
深
さ
に
対
す
る
愛

好
が
あ
り
、
劣
等
感
的
優
越
感
を
極
点
に
迄
推
し
つ
め
た
よ
う
な
葛
西
善
蔵
等
の
純

文
学
を
評
価
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
此
処
で
の
問
題
で
は
な
い
。
再
び
、
井
上

の
文
学
に
還
っ
て
言
え
ば
、
）
こ
の
「
し
ろ
ぼ
ん
ば
」
に
し
て
も
、
即
自
的
な
自
己

陶
酔
的
回
想
文
学
で
は
な
く
、
客
観
的
な
普
遍
性
を
持
つ
少
年
文
学
と
な
り
得
て
い

る
所
以
で
あ
ろ
う
。

⇔

先
に
、
洪
作
の
中
に
は
侠
気
と
も
い
う
べ
き
性
格
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
弱
者
へ

の
親
愛
・
同
情
を
齎
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
弱
者
と
は
、
具
体
的
に
は
、

お
ぬ
い
婆
さ
ん
で
あ
り
、
さ
き
子
で
あ
っ
た
。
両
者
は
、
共
に
、
盗
作
が
同
等
の
忠

誠
を
尽
く
す
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、
「
し
ろ
ば
ん
ぽ
」
正
篇
の
中
で
、
よ
り
重
要
な

の
は
さ
き
子
で
あ
る
。
「
し
ろ
ば
ん
ぽ
」
正
篇
の
最
終
章
で
、
さ
き
子
は
死
者
と
な

る
わ
け
だ
が
、
死
者
と
は
、
最
も
完
壁
な
弱
者
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、
又
、
洪
作

が
異
質
な
他
老
と
遭
遇
し
其
処
か
ら
個
我
の
覚
醒
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ

た
。
洪
作
に
と
っ
て
、
最
も
決
定
的
な
他
者
と
は
、
死
者
と
な
っ
た
さ
ぎ
子
で
あ
ろ

う
。
即
ち
、
そ
の
親
愛
・
同
情
に
も
拘
ら
ず
、
生
死
に
よ
っ
て
、
工
人
は
異
な
っ
た

方
向
に
隔
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
洪
作
は
、
さ
き
子
と
い
う
死
者
に
直
面
し
て
、
初

め
て
己
の
人
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
自
覚
的
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
。
其
処
に
こ
そ

「
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
」
の
主
題
は
あ
る
の
だ
が
、
此
処
で
は
結
論
を
急
が
ず
、
さ
き
子
に

つ
い
て
も
う
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、

異
性
と
い
う
他
者
の
発
見
で
あ
る
。

　
さ
き
子
は
、
洪
作
に
と
っ
て
親
愛
・
同
情
す
べ
き
弱
者
で
あ
っ
た
が
、
一
面
に
お

い
て
、
思
慕
す
べ
き
対
象
で
も
あ
っ
た
。
恐
ら
く
、
そ
れ
は
、
人
生
に
お
い
て
最
初

に
出
会
っ
た
異
性
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
初
め
、
さ
き
子
は
、
三
つ
編

み
の
髪
を
靡
か
せ
乍
ら
、
沼
津
の
女
学
校
を
卒
業
し
た
都
会
風
の
少
女
と
し
て
現
れ

て
く
る
。
第
二
章
の
冒
頭
近
く
に
は
、
州
崎
が
、
さ
き
子
と
村
の
共
同
湯
に
出
掛
け

さ
き
子
の
白
い
豊
満
な
裸
体
が
毒
し
ぶ
き
の
問
か
ら
眩
し
く
見
え
た
。

と
感
じ
る
場
面
が
あ
る
。
此
処
で
は
、
朧
気
乍
ら
女
性
の
美
し
さ
が
発
見
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
さ
き
子
は
、
前
述
の
如
ぎ
事
情
で
中
川
基
と
恋
愛
関
係
に

陥
る
。
洪
作
は
、
中
川
と
一
緒
に
居
る
時
の
妙
に
甲
斐
く
し
い
さ
き
子
の
姿
に
気

付
か
さ
れ
る
。
夏
休
み
あ
け
に
な
る
と
、
洪
作
は
、
・
さ
き
子
の
中
に
「
女
〕
を
発
見

し
「
お
し
ろ
い
臭
い
か
ら
嫌
い
だ
」
と
い
っ
た
反
応
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
チ
き
エ
う

さ
き
子
の
妊
娠
後
、
緊
急
ぱ
、
さ
き
子
の
為
に
家
人
の
目
を
盗
ん
で
辣
韮
を
運
ぶ
役
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

目
を
引
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
さ
き
子
は
、
男
子
を
出
産
す
る
。
以
上
の

よ
う
に
、
洪
作
は
、
さ
き
子
の
少
女
か
ら
女
性
へ
、
そ
し
て
母
親
へ
と
い
う
過
程
を

具
さ
に
目
撃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
異
性
の
発
見
と
呼
ぶ

に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
普
通
、
男
の
子
に
と
っ
て
、
人
生
で
最
初
に
出
会
う
べ
き
異
性
は
母
親
で
あ
ろ
う
。

然
し
、
洪
作
の
場
合
、
特
殊
な
事
情
に
よ
り
母
親
と
は
離
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
代

わ
り
と
な
っ
た
の
が
さ
き
子
で
あ
る
。
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
年
齢
の
点
で
、
そ
う
い

う
意
味
で
の
母
親
代
わ
り
と
は
な
り
得
な
い
。
従
っ
て
、
又
、
洪
作
の
さ
き
子
に
対

す
る
感
情
の
中
に
は
、
母
性
へ
の
思
慕
も
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
き
子
が
赤
子
を
抱
い

て
現
れ
た
時
、
盗
作
は
、
さ
ぎ
子
の
愛
情
が
自
分
か
ら
赤
子
へ
移
っ
て
し
ま
っ
た
こ

と
を
感
じ
る
が
、
こ
れ
は
、
弟
妹
が
生
れ
た
時
の
長
子
の
感
情
に
似
て
い
る
。

　
然
し
、
洪
作
に
と
っ
て
、
さ
き
子
は
、
母
性
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
矢
張
り
異

性
で
あ
る
。
第
二
章
の
共
同
湯
の
場
面
に
対
応
す
る
箇
所
と
し
て
、
第
六
章
に
も
、

矢
張
り
共
同
湯
の
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
曽
祖
母
の
死
後
一
ヶ
月
程
経
っ
て
、
さ

ぎ
子
が
赤
子
を
祖
母
に
預
け
、
身
軽
に
な
っ
て
洪
作
と
共
に
共
同
湯
に
出
掛
け
る
場

面
で
あ
る
。
黒
作
は
、
久
し
振
り
で
以
前
の
よ
う
に
さ
き
子
を
自
分
の
も
の
と
し
た

気
持
に
な
る
。
さ
き
子
は
、
道
々
女
学
校
の
校
歌
を
唄
う
。
そ
ん
な
彼
女
は
、
洪
作

の
眼
に
は
、
母
親
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
二
人
は
、
浴
槽
の
湯
桁
に
腰
を
掛
け
て
、

再
び
歌
を
唄
う
。
洪
作
は
、
「
さ
き
子
の
躰
の
痩
せ
て
い
る
こ
と
は
何
と
な
く
心
配

だ
っ
た
が
、
し
か
し
、
さ
き
子
と
一
緒
に
こ
う
し
た
時
間
を
持
つ
こ
と
は
楽
し
か
っ

た
。
」
こ
れ
は
、
健
康
な
さ
き
子
が
登
場
す
る
最
後
の
場
面
で
あ
る
。

　
井
上
は
、
後
年
、
こ
の
さ
ぎ
子
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
叔
母
ま
ち
に
つ
い
て
、
彼
女

を
自
分
の
「
若
い
愛
人
」
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

実
際
に
ま
た
、
そ
の
容
貌
か
ら
し
て
も
、
立
居
振
舞
い
か
ら
し
て
も
、

人
た
ち
の
中
に
置
い
て
み
る
と
、
若
い
叔
母
は
水
際
立
っ
て
見
え
た
。

本
家
の

ま
き
留

　
　
「
－

め
に
鶴
が
降
り
た
よ
う
に
、
幼
い
私
の
眼
に
は
映
っ
た
も
の
で
あ
る
。

…
紫
の
袴
を
ち
ら
っ
か
せ
て
い
る
と
思
う
問
に
、
恋
愛
し
た
り
、
子
供
を
生
ん

だ
り
、
結
婚
し
た
り
、
女
と
し
て
為
す
べ
ぎ
こ
と
は
み
ん
な
や
っ
て
し
ま
っ
て
、

さ
っ
さ
と
こ
の
世
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
若
い
叔
母
が
、
私
に
は
と
り
わ
け
い

さ
ぎ
よ
く
も
、
哀
れ
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
（
『
幼
き
日
の
こ
と
』
）

　
井
上
の
異
性
の
発
見
は
、
こ
の
「
美
貌
で
あ
っ
た
」
叔
母
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
が
、

洪
作
の
異
性
の
発
見
も
、
さ
き
子
の
美
し
さ
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
傾
き
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
盗
作
の
持
つ
性
格
の
一
面
を
知
る
手
掛
り
で
も
あ
る
の
だ
が
、
彼
の
内
部

で
、
美
醜
の
判
断
は
極
め
て
明
確
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
彼
の
好
悪
の
感
情
と
は
、

又
、
独
立
し
て
告
ぎ
得
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
好
き
嫌
い
に
よ
っ
て
、

美
醜
の
判
断
が
影
響
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
沼
津
の
蘭
子
に
対
す
る
場
合

で
も
、
そ
の
意
地
悪
さ
の
故
に
激
し
く
彼
女
を
憎
む
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
女
の

都
会
風
の
美
し
さ
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
洪
益
の
審
美
眼
の
萌
芽

に
よ
っ
て
、
彼
は
、
さ
き
子
と
い
う
美
し
き
異
性
の
発
見
に
到
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
洪
作
が
出
会
っ
た
人
生
最
初
の
異
性
は
、
そ
の
美
し
さ
を
保
持
し
た

侭
急
速
に
此
の
世
を
去
る
の
で
あ
る
。
先
に
見
た
共
同
湯
の
場
面
の
後
、
さ
き
子
は
、

肺
病
に
陥
り
、
上
の
家
の
二
階
の
自
室
に
引
き
篭
る
こ
と
に
な
る
。
空
芝
、
洪
作
は
、

一
人
で
さ
き
子
の
部
屋
の
前
迄
行
く
が
、
一
枚
の
唐
紙
が
彼
等
の
間
を
隔
て
る
の
で

あ
る
。

洪
作
は
唐
紙
に
手
を
か
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
開
け
よ
う
と
し
た
。
が
、
唐
紙

は
動
か
な
か
っ
た
。

「
だ
め
」

思
い
が
け
ず
唐
紙
一
枚
隔
て
た
向
う
で
さ
ぎ
子
の
声
が
聞
え
た
。
今
ま
で
の
叱

6
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責
口
調
で
は
な
く
、
何
か
遊
戯
で
も
し
て
い
る
時
の
、
こ
ち
ら
の
心
を
じ
ら
す

よ
う
な
あ
の
低
く
息
を
詰
め
た
甘
い
声
で
あ
っ
た
。

「
開
け
て
！
」

「
だ
め
」

「
開
け
て
、
開
け
て
！
」

「
だ
め
よ
」

次
の
瞬
間
ば
っ
と
細
目
に
唐
紙
が
開
い
た
と
思
う
と
、
さ
ぎ
子
の
白
い
腕
が
一

本
飛
び
出
し
て
来
て
、
黒
作
の
頭
を
ぽ
ん
と
軽
く
叩
く
と
、
直
ぐ
ま
た
引
っ
込

ん
で
、
唐
紙
は
再
び
閉
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
（
中
略
）
洪
作
は
さ
き
子
と
会

う
こ
と
は
あ
ぎ
ら
め
て
、
階
下
へ
降
り
る
と
、
縁
側
か
ら
戸
外
へ
出
た
。
そ
し

て
自
分
の
頭
を
叩
く
た
め
に
唐
紙
の
問
か
ら
突
き
出
さ
れ
た
さ
き
子
の
白
く
細

い
腕
を
眼
に
浮
か
べ
て
い
た
。

こ
う
し
て
さ
き
子
は
、
濫
作
の
慰
め
る
べ
き
弱
者
と
な
り
、
彼
の
親
愛
・
同
情
は
増

幅
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
後
、
洪
作
は
、
さ
き
子
の
病
気
を
め
ぐ
っ
て
、
お
ぬ
い
婆
さ

ん
と
口
論
す
る
。
罪
作
へ
の
伝
染
を
恐
れ
、
病
気
の
恐
ろ
し
さ
を
説
く
お
ぬ
い
婆
さ

ん
の
言
葉
は
、
其
侭
さ
き
子
の
死
を
予
言
す
る
言
葉
と
し
て
、
洪
作
に
は
響
い
た
か

ら
で
あ
る
。
珍
ら
し
く
口
も
き
か
ず
に
寝
床
に
這
入
っ
た
君
門
の
所
へ
、
お
ぬ
い
婆

さ
ん
が
や
っ
て
来
る
。

「
も
う
寝
た
ん
か
や
」

お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
体
を
屈
め
る
と
、
三
等
の
寝
息
を
窺
う
よ
う
に
、
自
分
の
顔

を
洪
作
の
顔
の
と
こ
ろ
へ
近
づ
け
て
来
た
。

「
う
る
さ
い
な
、
婆
ち
ゃ
」

寺
詣
は
眼
を
開
け
る
と
、
掛
蒲
団
の
上
に
置
か
れ
て
あ
っ
た
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の

腕
を
払
っ
た
。
す
る
と
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
腕
は
、
な
ん
の
重
量
感
も
な
い
。

全
く
手
応
え
の
な
い
頼
り
な
さ
で
横
に
飛
ん
だ
。
洪
作
は
は
っ
と
し
た
。
（
中

略
）
洪
作
は
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
腕
の
方
が
、
昼
間
見
た
さ
き
子
の
腕
よ
り
、
も

っ
と
細
く
頼
り
な
い
の
を
知
っ
た
。
さ
き
子
の
腕
の
方
は
幾
ら
細
く
て
も
白
く

美
し
か
っ
た
が
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
そ
れ
は
骨
と
皮
ば
か
り
で
、
枯
れ
た
竹
切

れ
か
何
か
の
よ
う
に
取
得
と
い
う
も
の
の
な
い
感
じ
だ
っ
た
。
そ
ん
な
お
ぬ
い

婆
さ
ん
に
洪
作
は
哀
れ
さ
を
覚
え
た
。

此
処
で
は
、
さ
き
子
の
腕
と
お
ぬ
い
婆
さ
ん
の
腕
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
黒
作
の
心

の
中
で
、
二
人
の
弱
者
の
像
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。
美
し
き
異
性
で
あ
り
母
性
で
さ

え
あ
っ
た
さ
き
子
も
、
そ
れ
か
ら
「
た
っ
た
一
人
の
庇
護
老
」
で
あ
っ
た
お
ぬ
い
婆

さ
ん
も
、
こ
う
し
て
師
君
の
親
愛
・
同
情
の
対
象
た
る
弱
者
と
し
て
の
実
相
を
顕
在

化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、
洪
作
は
、
寝
床
の
中
か
ら
お
ぬ
い
婆
さ
ん
に
お

菓
子
を
ね
だ
り
、
お
ぬ
い
婆
さ
ん
は
、
再
び
庇
護
者
の
外
見
を
取
り
戻
す
。
然
し
、

此
処
で
は
、
も
う
相
手
を
労
り
思
い
遣
っ
て
い
る
の
は
洪
作
の
方
で
あ
っ
て
、
二
人

の
比
重
関
係
は
、
微
妙
な
変
化
を
示
し
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
洪
作
は
、
お
ぬ
い

婆
さ
ん
の
中
に
老
い
を
感
じ
、
哀
れ
さ
を
感
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
お
ぬ
い
婆
さ
ん

へ
の
思
い
は
、
「
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
」
続
篇
の
中
で
精
細
に
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
「
し
ろ
ぼ
ん
ば
」
正
篇
は
、
こ
の
後
さ
き
子
の
死
に
向
っ
て

急
展
開
し
、
作
品
中
最
も
哀
切
な
場
面
を
迎
え
る
に
到
る
。
そ
れ
は
、
さ
き
子
が
、

短
い
余
生
を
夫
や
子
供
と
共
に
過
ご
そ
う
と
思
い
、
月
光
の
降
る
深
夜
に
人
目
を
避

け
て
、
上
の
家
か
ら
夫
の
任
地
先
へ
旅
立
っ
て
行
く
場
面
で
あ
る
。
さ
き
子
は
、
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
こ

送
る
黒
作
に
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
大
学
へ
進
む
よ
う
に
と
言
い
遺
し
て
去
っ
て
行

く
。
洪
作
は
、

…
ふ
い
に
説
明
し
が
た
い
悲
哀
の
思
い
が
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
水
の
よ
う
に

押
し
寄
せ
て
来
た
。
大
き
な
声
を
張
り
上
げ
て
泣
き
た
い
よ
う
な
衝
動
が
野
作

6
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ぽ
」
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越
　
　
智
　
　
良
　
　
二

の
全
身
〃
う
ら
ぬ
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
洪
作
は
そ
う
し
た
思
い
に

耐
え
た
。
強
い
心
で
、
そ
れ
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
洪
作
は
、

今
夜
の
自
分
ぱ
泣
き
は
し
な
か
っ
た
が
、
本
当
ぱ
生
れ
て
か
ら
今
ま
で
じ
ゆ
う

で
、
今
夜
が
一
番
悲
し
か
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。

一
ヵ
月
余
の
後
、
さ
き
子
は
夫
の
任
地
先
で
死
亡
し
、
そ
の
回
報
ぱ
、
突
然
感
作
の

耳
に
も
飛
び
込
ん
で
く
る
。
こ
の
箇
所
は
、
「
し
ろ
ぼ
ん
ぽ
」
の
中
で
も
最
も
大
き

な
虚
構
部
分
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
際
に
さ
き
子
の
モ
デ
ル
叔
母
ま
ち
が
夫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

任
地
先
で
死
亡
し
た
の
は
、
井
上
本
家
を
発
っ
て
か
ら
二
年
後
（
大
正
八
年
二
月
三

日
没
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
井
上
は
、
先
の
月
明
の
別
れ
の
後
に
さ
き
子
の
死
を
直
結

さ
せ
、
洪
作
の
悲
し
み
を
劇
的
に
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
き
子
の
計

報
に
接
し
た
洪
作
は
、
急
に
机
に
向
っ
て
勉
強
し
始
め
る
。
先
の
さ
き
子
の
言
葉
に

従
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
子
の
葬
式
の
日
、
洪
作
は
、
村
の
子
供
達
と
天
城

峠
の
ト
ン
ネ
ル
へ
出
掛
け
る
。
休
み
な
く
坂
道
を
登
り
、
子
供
達
は
、
「
な
む
ま
い

だ
」
と
唱
和
す
る
。
そ
れ
は
、
其
侭
さ
き
子
へ
の
葬
送
行
進
曲
で
あ
る
。
汗
に
ま
み

れ
、
男
ら
し
く
前
進
す
る
こ
と
で
、
洪
作
は
、
さ
き
子
へ
の
鎮
魂
の
思
い
を
果
そ
う

と
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
人
間
は
、
愛
し
、
愛
さ
れ
た
者
の
死
に
直
面
す
る
時
、

初
め
て
人
生
の
何
た
る
か
を
知
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
兎
角
憂
き
こ
と
ぽ
か
り
の
多

い
人
の
世
を
。
洪
作
は
、
さ
き
子
と
い
う
掛
替
え
の
な
い
他
老
の
死
を
内
部
化
す
る

時
、
真
の
生
者
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
え
て
」
（
『
主
婦
の
友
』
昭
和
三
七
・
一
二
）
の
中
で
、
「
な
る
べ
く
大
人
の
解
釈
は
ほ
ど

　
　
こ
さ
な
い
で
幼
少
時
代
の
私
の
心
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
り
、
ど
の
よ
う
に
反

　
　
応
し
た
か
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。
」
と
記
し
て
い
る
。

註
2
、
モ
デ
ル
で
あ
る
井
上
家
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
藤
沢
全
「
し
ろ
ば
ん
ば
」
（
『
国
文
学
』

　
　
昭
和
五
〇
⊥
二
）
等
に
詳
し
い
戸
籍
調
査
が
あ
る
。

註
3
、
引
用
本
文
は
、
『
井
上
靖
自
伝
的
小
説
集
』
（
昭
和
六
〇
⊥
二
、
学
習
研
究
社
刊
）
所
収

　
　
の
も
の
を
用
い
た
。

註
4
、
井
上
の
私
小
説
に
つ
い
て
は
、
磯
貝
英
夫
「
井
上
靖
と
私
小
説
」
（
『
国
文
学
』
昭
和
五

　
　
〇
⊥
一
一
）
に
多
く
の
卓
見
が
あ
る
。

（
六
一
年
十
月
十
一
日
　
受
理
）

6
6

註
1
、
こ
の
両
者
の
区
分
は
、
勿
論
、
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
又
、
主
人
公
が
、

　
時
に
、
年
齢
以
上
に
大
人
び
て
見
え
る
部
分
も
あ
る
。
井
上
は
「
『
し
ろ
ば
ん
ば
』
を
終


