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表
象
心
理
学
と
物
語
行
為

森
鷗
外
「
雁
」
の
表
現
戦
略

新

井

正

人

森
鷗
外
は
、
そ
の
小
倉
在
任
中
（
一
八
九
九
｜
一
九
〇
二
年
）
に
「
小

学
校
教
員
等
の
為
め
に
心
理
学
を
講
ず
」（「
情
学
は
以
て
科
学
と
し
て
立

す
る
に
足
る
か
」『
文
芸
界
』
一
九
〇
二
・
三
）
る
機
会
を
得
て
心
理
学

書
の
繙
読
に
努
め
た
。
講
義
内
容
を
直
接
証
す
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
様
相
に
つ
い
て
は
清
田
文
武
に
よ
る
逸
早
い
考
証
が

１
）

あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
鷗
外
は
グ
ス
タ
フ
・
ア
ー
ド
ル
フ
・
リ
ン
ト
ナ
ー
『
経

験
的
心
理
学
教
本
』（L

eh
rbu

ch
 
d
er
 
em
pirisch

en
 
P
sych

ologie als
 

in
d
u
ctiver

 
W
issen

sch
aft.

改
訂
増
補
第
一
〇
版
・
一
八
九
一
年
刊
）

を
中
心
と
し
つ
つ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
や
そ
の
弟
子
オ
ズ
ワ
ル

ド
・
キ
ュ
ル
ペ
の
著
作
を
適
宜
参
照
し
た
と
さ
れ
る
。『
経
験
的
心
理
学

教
本
』
は
、
自
身
の
表
象
力
学
説
（V

o
rstellu

n
g
sm
ech

a
n
ik

）
に
基

づ
き
ヨ
ハ
ン
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ル
バ
ル
ト
が
体
系
化
し
た
表
象
心
理

学
の
概
説
書
で
あ
る
。
著
者
リ
ン
ト
ナ
ー
は
そ
の
学
統
に
連
な
る
。
と
こ

ろ
で
、
当
時
最
新
の
心
理
学
と
言
え
ば
ヴ
ン
ト
の
体
系
化
し
た
実
験
心
理

学
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
ヘ
ル
ベ
ル
ト
の
表
象
心
理
学
は
一
世
代
前
の

学
知
と
な
っ
て
い
た
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
体
系
は
未
だ
思
弁
的
色
彩
が
濃

く
、
実
験
科
学
と
し
て
の
実
証
性
の
点
で
は
ヴ
ン
ト
の
そ
れ
に
及
ば
な
い

た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
敢
え
て
鷗
外
は
一
時
代
前
の
心
理
学
を

中
心
に
据
え
た
。
そ
れ
は
、
講
義
の
主
た
る
対
象
が
「
小
学
校
教
員
」
で

あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
教
育
界
の
趨
勢
を
勘
案
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
心

理
学
は
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
の
基
盤
と
な
る
も
の
だ
が
、
明
治
後
期
の
教

育
界
は
そ
の
強
い
影
響
下
に
あ

２
）

っ
た
。
鷗
外
は
帰
京
後
の
講
演
「
混
沌
」

（『
在
東
京
津
和
野
小
学
校
同
窓
会
会
報
』
一
九
〇
九
・
三
）
に
お
い
て

「
前
世
紀
に
盛
に
行
は
れ
た
心
理
学
は
写
象
と
云
ふ
こ
と
を
土
台
に
し
て

を
つ
た
。
是
が
日
本
で
教
育
の
為
事
な
ど
に
著
手
し
た
時
代
の
心
理
学
で

あ
り
ま
す
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。「
写
象
」
と
は
鷗
外
に
よ
る

V
o
rstellu

n
g

の
訳
語
で
「
表
象
」
の
意
で
あ
る
。
鷗
外
は
講
義
の
た
め

に
『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
を
精
読
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
本
書
に
は
、

語
釈
や
引
用
文
献
の
確
認
な
ど
を
中
心
と
す
る
多
く
の
書
込
み
、
及
び
本

文
へ
の
夥
し
い
施
線
が
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
小
倉
に
お
け
る
集
中
的
な
心
理
学
摂
取
の
経
験
は
、
以
後
の

文
学
創
作
に
一
定
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
清
田
文
武
は
明
治

四
〇
年
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
そ
の
心
理
描
写
の
幾
つ
か
に
着
目

し
、
そ
こ
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
や
ヴ
ン
ト
等
の
心
理
学
的
知
見
の
反
映
を
見
て

３
）

い
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
に
お
い
て
心
理

学
的
知
見
が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
必
然
性
に
つ
い
て
更
に
考
究
の
余

―35―



地
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
が
重
視
す
る
の
が
、
鷗
外
が
精
読
し
た
『
経

験
的
心
理
学
教
本
』
に
お
け
る
一
連
の
心
理
記
述
の
枠
組
み
で

４
）

あ
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
表
象
心
理
学
は
無
数
の
心
的
表
象
の
継
起
的
な
力
学
的

運
動
体
と
し
て
心
的
過
程
を
把
握
す
る
が
、
そ
の
枠
組
み
は
心
的
過
程
の

変
移
の
因
果
的
記
述
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
鷗
外
は
こ
う
し
た

枠
組
み
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
登
場
人
物
が
或
る
心
的
状
態
や
行
為
に
至

る
際
の
心
理
的
必
然
性
、
す
な
わ
ち
動
機
の
精
緻
な
記
述
に
よ
る
小
説
の

構
成
を
企
図
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
本
稿
で
は
、
語
り
手
が
複
数
の

登
場
人
物
の
心
内
を
自
在
に
語
る
こ
と
で
物
語
が
構
築
さ
れ
る
「
雁
」

（『
ス
バ
ル
』
一
九
一
一
・
九
｜
一
九
一
三
・
五
、
の
ち
籾
山
書
店
よ
り

一
九
一
五
・
五
に
単
行
本
化
の
際
完
結
）
を
対
象
と

５
）

し
て
、
テ
ク
ス
ト
の

語
り
の
あ
り
方
に
表
象
心
理
学
の
枠
組
み
が
影
響
し
て
い
る
様
を
示
す
。

そ
の
上
で
本
稿
は
、
テ
ク
ス
ト
が
物
語
行
為
に
つ
い
て
の
メ
タ
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
造
型
さ
れ
た
こ
と
の
戦
略
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
雁
」

は
語
り
手
「
僕
」
に
よ
る
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
の
物
語
行
為
を
内
包
し
、

そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
劈
頭
で

「
古
い
話
で
あ
る
。
僕
は
偶
然
そ
れ
が
明
治
十
三
年
の
出
来
事
だ
と
云
ふ

こ
と
を
記
憶
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
僕
」
の
語
り
出
し
を
、
終
局
で
「
僕

は
今
此
物
語
を
書
い
て
し
ま
つ
て
、
指
を
折
つ
て
数
へ
て
見
る
と
、
も
う

其
時
か
ら
三
十
五
年
を
経
過
し
て
ゐ
る
」
と
の
語
り
結
び
を
布
置
す
る

が
、
こ
う
し
た
記
述
は
、
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
造
が
語
り
の
現
在＝

三

十
五
年
」
後
か
ら
「
明
治
十
三
年
の
出
来
事
」
を
回
想
す
る
「
僕
」
の
物

語
行
為
で
あ
る
こ
と
の
明
証
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
中
間
部
に
お
い
て
も
、「
都
合
上
こ
ゝ
で
ざ
つ
と

話
す
こ
と
に
す
る
」、「
前
に
も
ち
よ
つ
と
話
し
た
や
う
で
あ
つ
た
が
」、

「
今
で
も
残
つ
て
ゐ
る
こ
の
店
」、「
僕
の
し
掛
け
た
此
話
で
は
」
等
々
、

現
在
か
ら
の
対
象
化
の
視
線
や
物
語
行
為
の
臨
場
性
を
示
す
記
述
が
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、「
雁
」
が
一
人
称
の

語
り
手
に
よ
る
回
想
を
前
提
と
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
明
白

６
）

だ
が
、
本
稿
で
は
、
テ
ク
ス
ト
が
そ
の
回
想＝

物
語
行
為
自
体
を
相
対
化

し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
こ
に
、
登
場
人
物
の
心
理
を
因
果
的
変
移
と

し
て
構
成
し
て
い
く
「
僕
」
の
語
り
の
孕
む
恣
意
性
を
可
視
化
し
よ
う
と

す
る
戦
略
を
読
み
取
る
。
そ
の
上
で
、
そ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
有
り
様

に
、
物
語
行
為
の
権
力
性
に
対
す
る
鷗
外
の
倫
理
的
立
場
を
見
て
い
く
。

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
通
じ
て
、
表
象
心
理
学
の
受
容
が
鷗
外
の

文
学
創
作
に
与
え
た
影
響
の
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ま
ず
は
鷗
外
の
熱
心
な
繙
読
が
看
取
さ
れ
る
『
経
験
的
心
理
学

教
本
』
の
内
容
を
瞥
見
し
て
お
く
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
既
に
清
田
文
武

が
全
体
の
章
立
て
（
全
一
〇
九
章
）
を
紹
介
す
る
と
共
に
鷗
外
の
書
込
み

の
一
部
に
着
目
し
つ
つ
内
容
の
一
端
に
言
及
し
て

７
）

い
る
。
本
稿
に
お
い
て

は
、
本
書
全
体
を
俯
瞰
し
つ
つ
、
そ
こ
に
貫
流
す
る
一
連
の
心
理
記
述
の

枠
組
み
に
着
目
す
る
。
な
お
、
以
下
の
記
述
に
お
け
る
【

】
内
の
数
字

は
、
鷗
外
手
沢
本
に
お
い
て
主
に
対
応
す
る
章
を
示
す
。

表
象
心
理
学
は
、
心
的
過
程
の
最
小
単
位
に
心
的
表
象
（V

o
rstel-

lu
n
g

）
を
措
定
す
る
【
1
】。
心
的
表
象
と
は
、
何
ら
か
の
神
経
的
刺
激

に
よ
っ
て
心
内
に
生
ず
る
感
覚
（E

m
p
fin
d
u
n
g

）
と
同
義
で
あ
り

【
14
】、
そ
れ
が
生
じ
た
瞬
間
に
お
い
て
は
快
╱
不
快
の
主
観
が
付
随
す

る
が
【
15
】、
一
方
で
現
勢
的
な
刺
激
が
消
失
し
た
後
も
心
内
に
残
存
す

―36―



る
も
の
を
特
に
狭
義
の
心
的
表
象
と
す
る
【
13
】。
ま
た
、
感
覚
は
主
観

的
な
も
の
だ
が
、
特
定
の
事
物
・
形
質
・
現
象
に
因
る
も
の
と
客
観
的
に

認
識
さ
れ
た
感
覚
を
知
覚
（W

a
h
rn
eh
m
u
n
g

）
と
言
い
【
26
】、
特
に

明
晰
な
知
覚
を
直
観
（A

n
sch

a
u
u
n
g

）
と
言
う
【
24
】。
そ
し
て
、
こ

う
し
た
心
的
表
象
相
互
の
関
係
性
は
力
学
的
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

表
象
心
理
学
に
お
い
て
、
心
的
過
程
は
相
互
に
作
用
を
及
ぼ
し
合
う
無
数

の
心
的
表
象
の
流
動
的
な
運
動
体
と
さ
れ
、
心
的
表
象
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性

質
に
応
じ
て
、
類
似
の
表
象
は
互
い
を
亢
進
（F

o
rd
eru

n
g

）
さ
せ
、
対

立
す
る
表
象
は
互
い
を
抑
制
（H

em
m
u
n
g

）
す
る
【
29
】。
そ
の
結
果
、

相
対
的
に
強
い
表
象
（
群
）
と
弱
い
表
象
（
群
）
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る

が
、
表
象
心
理
学
で
は
、
こ
の
関
係
性
は
意
識
の
明
晰
性
と
対
応
す
る
も

の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
対
的
に
強
い
表
象
は
識
閾
（S

ch
w
elle

 
d
es B

ew
u
sstsein

s

）
の
上
に
昇
り
意
識
化
さ
れ
明
意
識
（k

la
res

 
B
ew
u
sstsein

）＝

顕
在
意
識
の
形
成
に
与
す
る
の
に
対
し
、
弱
い
表
象

は
識
閾
下
に
沈
み
暗
意
識
（d

u
n
k
les B

ew
u
sstsein

）＝

潜
在
意
識
の

一
部
と
な
る
【
27
】。
ま
た
、
一
度
識
閾
下
に
沈
み
込
ん
だ
表
象
は
消
滅

す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
お
り
、
再
び
識
閾
上
に
昇
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
再
生
（R

ep
ro
d
u
ctio

n

）
の
潜
在
的
可
能
性
を
有
す
る
【
31
】。
心
内

に
保
存
さ
れ
た
表
象
群
の
様
態
を
改
変
す
る
こ
と
な
く
再
現
可
能
な
も
の

を
記
憶
（G

ed
a
ch
tn
is

）
と
言
う
一
方
【
37
】、
そ
れ
ら
が
再
生
作
用
に

よ
っ
て
観
念
連
合
（Id

een
a
sso

cia
tio
n

）
を
起
こ
す
こ
と
で
新
た
な
表

象
群
を
成
型
す
る
作
用
を
想
像
力
（E

in
b
ild
u
n
g
sk
ra
ft

）
と
言
う

【
40
】。
さ
ら
に
、
既
存
の
表
象
を
論
理
的
に
整
序
す
る
こ
と
が
思
考＝

悟
性
（V

ersta
n
d

）
で
あ
る
が
【
49
】、
こ
う
し
て
整
序
さ
れ
た
表
象
群

が
概
念
（B

eg
riff

）
で
あ
り
【
53
】、
想
像
力
を
悟
性
が
律
す
る
こ
と
で

生
じ
る
の
が
観
念
（Id

ee

）
で
あ
る
【
58
】。

さ
ら
に
、
心
的
表
象
は
感
情
（G

efu
h
l

）
の
生
成
に
も
関
与
す
る
。

感
覚
表
象
自
体
に
も
快
╱
不
快
が
付
随
す
る
が
、
さ
ら
に
心
内
の
表
象
相

互
の
力
関
係
の
結
果
と
し
て
、
表
象
間
に
亢
進
作
用
が
働
い
て
い
る
場
合

に
は
快
の
感
情
が
、
抑
制
作
用
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
不
快
の
感
情
が

生
ず
る
【
64
】。
感
情
は
表
象
の
相
互
作
用
と
し
て
の
心
的
過
程
に
必
然

的
に
随
伴
す
る
た
め
常
に
心
内
に
は
漠
然
と
し
た
諸
感
情
が
生
起
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
総
体
を
普
通
感
情
（a

llg
em
ein
e G

efu
h
l

）
と
言
い
、

そ
の
中
か
ら
興
起
す
る
諸
種
の
明
確
な
感
情
を
特
殊
感
情
（b

eso
n
d
ere

 
G
efu

h
l

）
と
言
う
【
67
】。
そ
し
て
、
或
る
時
点
に
お
け
る
心
内
の
感
情

の
総
和
は
情
緒
（G

em
u
th
sstim

m
u
n
g

）
と
呼
ば
れ
る
【
80
】。

こ
う
し
た
心
的
過
程
に
あ
っ
て
、
或
る
特
定
の
心
的
表
象
（
群
）
を
他

の
表
象
の
抑
制
に
抗
し
て
現
状
よ
り
亢
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向＝

意
欲

（S
treb

en

）
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
は
願
望
（B

eg
ierd

e

）
と
呼
ば
れ

る
【
83
】。
感
情
は
必
ず
し
も
意
識
化
さ
れ
ず
む
し
ろ
識
閾
下
の
生
起
に

留
ま
る
こ
と
が
多
い
が
、
願
望
は
意
識
的
な
心
的
過
程
で
あ
る
【
85
】。

そ
し
て
、
或
る
願
望
の
実
現
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
特
に
そ
れ
は
意

志
（W

o
llen

）
と
な
る
。
願
望
で
は
そ
の
現
実
的
な
達
成
可
能
性
の
有

無
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
が
、
意
志
の
場
合
は
悟
性
に
よ
っ
て
そ
の
達
成

の
蓋
然
性
の
高
さ
が
見
込
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
。
意
志
は
、
当
人
の
外
界

へ
の
能
動
的
な
働
き
か
け
（
動
作
・
行
為
）
や
、
自
身
の
心
的
過
程
を
意

識
的
に
統
御
し
よ
う
と
す
る
志
向
と
し
て
発
現
す
る
【
94
】。
そ
し
て
、

或
る
意
志
の
遂
行
を
促
す
か
抑
止
す
る
か
勘
案
す
る
心
的
作
用
を
反
省

（Ü
b
erleg

u
n
g

）
と
言
い
、
内
的
・
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
或
る
意
志

の
遂
行
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
決
心
（E

n
tsch

lu
ß

）
と
言
う
。【
98
】
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以
上
が
『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
に
お
け
る
心
理
記
述
の
枠
組
み
で

８
）

あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
の
精
読
を
通
じ
て
こ
う
し
た
枠
組
み
を
鷗
外
が
体

得
し
て
い
た
こ
と
は
、
講
演
「
普
通
教
育
の
軍
人
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
」

（『
福
岡
日
日
新
聞
』
一
九
〇
〇
・
七
・
二
六
｜
三
〇
）
に
お
け
る
言
述

か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
こ
の
講
演
は
標
題
を
め
ぐ
り
「
心
理
学
上
よ
り

９
）

演
説
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
鷗
外
は
表
象
心
理
学
の
知
見

を
披
瀝
し
て
い
る
。
ま
ず
は
感
覚
・
知
覚
と
表
象
の
生
成
に
つ
い
て
述
べ

た
一
節
を
引
く
。

外
界
の
物
の
心
に
触
る
ゝ
あ
る
な
り
此
物
を
対
象
と
す
此
物
の
たう

触しょく
を
介
す
る
も
の
を
官
能
と
す
心
は
官
能
に
由
り
て
感
受
す
る
な

り
感
受
に
二
種
の
形
式
あ
り
知
覚
と
感
覚
と
是
な
り
知
覚
に
は
心
の

苦
痛
を
も
愉
快
を
も
感
ず
る
こ
と
な
く
中
和
の
態
に
在
る
を
見
る
感

覚
は
之
に
反
し
心
或
は
之
を
快
と
し
或
は
之
を
苦
と
し
て
感
動
す
知

覚
の
明
白
な
る
も
の
即
ち
所
謂
観
照
（
観
）
な
り
此
の
如
く
心
の
物

に
触
る
ゝ
や
其
の
影
の
心
に
印
す
る
こ
と
鏡
中
の
像
の
如
し
此
影
を

心
象
と
云
ふ
、
心
象
の
永
久
に
存
在
す
る
も
の
を
写
象
（
映
象
）
と

云
ふ
（
中
略
）
写
象
の
明
白
な
る
も
の
を
又
観
照
（
観
相
）
と
す

こ
こ
で
、「
官
能
」
は
感
覚
器
官
の
働
き
、「
観
照
」
は
直
観
の
意
で
あ

る
。「
心
象
」
は
広
義
の
心
的
表
象
、「
写
象
」
は
狭
義
の
心
的
表
象
を
指

す
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
引
く
の
は
記
憶
や
概
念
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所

で
あ
る
。

心
の
観
照
を
生
ず
る
や
長
く
留
ま
り
て
消
え
ず
譬
へ
ば
物
を
倉

に

蔵
す
る
如
し
何
時
に
て
も
出
し
て
用
ゐ
る
こ
と
を
妨
げ
ず
之
を
記
憶

と
謂
ふ
記
憶
す
る
所
の
も
の
を
出
し
用
ゐ
る
は
即
ち
再
現
な
り
再
現

は
猶
憶
記
す
と
云
ふ
が
如
し
曾
て
感
受
せ
し
所
の
も
の
を
喚
び
醒
し

来
る
な
り
而
し
て
其
蔵
す
る
所
の
者
は
意
識
の
外
に
在
り
其
の
再
現

す
る
所
の
も
の
は
爰
に
意
識
に
上
る
（
中
略
）
扨
て
人
の
思
惟
、
人

の
考
は
写
象
を
以
て
材
料
と
す
人
は
種
々
の
写
象
を
綜
合
し
又
抽
象

し
て
以
て
概
念
（
詮
義
）
を
作
る
な
り
所
謂
観
念
（
理
想
）
は
概
念

の
完
全
な
る
者
な
り
是
れ
心
の
創
め
て
造
る
所
の
者
な
り
故
に
心
は

啻
に
能
く
再
現
す
る
の
み
な
ら
ず
亦
能
く
剏さう
作さく
す
と
云
ふ
概
念
は
之

を
表
す
る
に
言
語
を
以
て
す
俗
言
に
言
語
に
意
味
あ
り
と
云
ふ
は
即

ち
概
念
に
外
な
ら
ず
文
字
は
言
語
を
記
す
る
所
以
な
り

こ
こ
で
鷗
外
は
概
念
と
言
語
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
が
、『
経
験

的
心
理
学
教
本
』
に
も
当
該
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
た
章
段
が
あ
る

【
54
・
55
】。
次
は
感
情
に
つ
い
て
言
及
し
た
一
節
を
引
く
。

心
の
対
象
の
為
め
に
苦
楽
を
す
る
を
感
覚
と
謂
ふ
感
覚
の
作
る
所
の

心
象
に
し
て
永
く
存
す
る
と
き
は
情
調
と
な
る
情
調
は
或
は
幸
或
は

不
幸
な
り
種
々
の
情
調
は
合
し
て
情
操
と
な
る
情
操
は
あ
ら
ゆ
る
感

情
の
源
な
り

こ
こ
に
み
ら
れ
る
用
語
を
本
稿
で
整
理
し
た
枠
組
み
に
当
て
は
め
れ
ば
、

「
情
調
」
が
元
素
的
な
諸
感
情
、「
情
操
」
が
普
通
感
情
、「
あ
ら
ゆ
る
感

情
」
が
特
殊
感
情
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
鷗
外
は
次
の

箇
所
で
意
志
や
行
為
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

感
覚
は
一
面
主
観
上
に
情
を
生
じ
一
面
客
観
上
に
外
に
向
ひ
て
効
果

を
催
す
是
れ
一
々
の
対
象
に
就
て
一
種
の
評
価
を
試
み
る
も
の
な
り

我
に
楽
若
し
く
は
或
る
成
功
に
伴
ふ
満
足
を
与
ふ
る
も
の
は
有
価
な

り
此
評
価
正
当
な
る
時
は
標
準
を
得
べ
し
諸
評
価
の
全
体
は
世
界
観

を
な
す
心
の
価
あ
り
と
し
て
求
む
る
や
意
志
を
な
し
其
の
求
め
を
遂

行
す
る
や
行
為
を
な
す
（
中
略
）
標
準
を
代
表
せ
る
長
上
に
従
ひ
若

長
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は
擬
人
な
ら
ざ
る
客
観
上
標
準
に
従
ふ
を
責
任
又
は
義
務
と
謂
ふ
此

の
適
従
す
る
所
の
も
の
に
し
て
内
に
存
じ
主
観
上
標
準
と
な
る
時
は

之
を
良
心
と
謂
ふ
此
の
如
き
標
準
に
従
ひ
て
行
ふ
を
徳
行
と
し
其
の

行
ふ
所
の
方
向
の
始
終
不
易
な
る
を
性
格
と
す
（
中
略
）
此
の
如
き

評
価
作
用
は
徳
の
作
用
に
し
て
其
対
象
を
善
と
す

こ
こ
で
鷗
外
が
「
徳
の
作
用
」
を
め
ぐ
っ
て
言
及
し
て
い
る
内
容
は
、

『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
第
七
六
章
「
道
徳
的
感
情
（M

o
ra
lisch

e
 

G
efu

h
le

）」
及
び
第
九
九
章
「
道
徳
的
自
由
（D

ie sittlich
e F

rei-

h
eit

）」、
第
一
〇
〇
章
「
理
性
（V

ern
u
n
ft

）」、
第
一
〇
一
章
「
性
格

（D
er C

h
a
ra
k
ter

）」
の
要
点
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
閲
し
た
よ
う
に
、
講
演
中
で
ヘ
ル
バ
ル
ト
や
リ
ン
ト
ナ
ー
の
名
こ

そ
言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、
一
連
の
心
的
過
程
を
め
ぐ
る
叙
述
が
『
経
験

的
心
理
学
教
本
』
の
枠
組
み
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
本
書
の
繙

読
時
期
と
講
演
の
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と

10
）

か
ら
、
鷗
外
が
『
経
験
的

心
理
学
教
本
』
全
体
を
精

11
）

読
し
、
そ
の
心
理
記
述
の
枠
組
み
を
受
容
し
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
枠
組
み
の
特
質
と
し
て
重
要
な
の
は
、
顕
在
意
識
╱

潜
在
意
識
と
い
う
階
層
構
造
を
提

12
）

唱
し
、
識
閾
を
境
界
に
表
象
が
浮
沈
す

る
力
学
的
流
動
体
と
し
て
心
的
過
程
を
把
握
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

に
よ
り
、
或
る
時
点
に
お
い
て
意
識
化
さ
れ
た
心
的
状
態
（
例
え
ば
、
願

望
や
意
志
）
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
心
的
状
態
が
現
出
す
る
に
あ
た
り
作

用
し
た
識
閾
下
の
力
動
を
も
把
握
す
る
こ
と
で
、
当
該
の
心
的
状
態
の
生

成
を
因
果
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
過
去
の
体
験
に
基
づ
く
表
象
が
蓄
積
さ
れ
る
識
閾
下
と
い
う
保
存

庫
を
心
内
に
措
定
す
る
こ
と
で
、
常
に
過
去
が
現
在
の
心
的
状
態
に
影
響

を
与
え
る
構
図
が
措
定
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。『
経
験
的
心
理
学
教

本
』
に
も
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
結
合
（
心
的
要
素
の
複
雑
な
結
合
）
は
並
々
な
ら
ぬ
広
が
り
を

呈
し
て
お
り
、
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
諸
表
象
は
結
合
し
た
状
態
で
持

続
す
る
ゆ
え
に
、
或
る
瞬
間
に
お
け
る
我
々
の
意
識
状
態
は
、
そ
の

時
に
現
存
す
る
表
象
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
現
存
し
た
表
象
に
よ

っ
て
も
決
定
さ
れ
る
の
で
、
全
て
の
心
的
過
去
が
今
現
在
に
突
き
出

し
て
い
る
か
ら
で

13
）

あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
心
理
記
述
の
枠
組
み
は
、
あ
く
ま
で
所
与
の

心
的
現
象
を
め
ぐ
る
事
後
的
・
遡
及
的
な
解
釈
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
に

は
留
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
枠
組
み
は
、
心
的
過
程
を
継
起
的

な
因
果
性
の
も
と
に
整
序
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
企
図
し
た
外
部
の
観
察

者
に
よ
る
構
築
物
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
鷗
外
が
小
倉
か
ら
の
帰
京
後
、
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
心
理
描
写
、
特
に
登
場
人
物
が
或
る
心
的
状
態
や

行
為
に
至
る
際
の
心
理
的
必
然
性
に
強
い
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た

事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
「
鷗
外
君
の
壺
阪
談
」（『
歌
舞
伎
』
一
九
〇
三
・

九
）
に
お
い
て
、
鷗
外
は
浄
瑠
璃
「
壺
阪
寺
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心

的
状
態
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
に
つ
い
て
「
心
理
上
有
ら
れ
ぬ
事
の
や
う

に
思
は
れ
る
、
何
と
か
動
機
が
示
し
て
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
と
苦
言
を
呈

し
て
い
る
。
ま
た
鷗
外
は
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
の
戯
曲
「
ど
ん
底
」
に
描
か
れ

る
「N

a
ta
sch

a
」
が
「
忽
ち
気
を
変
へ
る
辺
」
を
評
し
て
「
一
寸
新
し

い
心
理
上
の
観
察
が
現
れ
て
居
て
、
我
国
の
世
話
も
の
抔
と
違
ふ
」（「
妄
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語
」『
萬
年
艸
』
一
九
〇
四
・
三
）
と
述
べ
、
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
の
戯
曲

「
死
せ
る
都
」
の
「
妹
に
対
す
る
兄
の
恋
愛
、
否
肉
慾
と
い
ふ
極
端
な
問

題
を
捕
へ
て
、
心
理
上
の
描
写
を
遂
げ
た
処
」（「
妄
語
」『
萬
年
艸
』
一

九
〇
四
・
一
）
を
評
価
し
て
い
る
。
さ
ら
に
鷗
外
は
、
二
葉
亭
四
迷
の
追

悼
文
「
長
谷
川
辰
之
助
氏
」（
坪
内
逍
遙
・
内
田
魯
庵
編
輯
『
二
葉
亭
四

迷
』
易
風
社
、
一
九
〇
九
・
八
）
に
お
い
て
、「
浮
雲
に
は
私
も
驚
か
さ

れ
た
。
小
説
の
筆
が
心
理
的
方
面
に
動
き
出
し
た
の
は
、
日
本
で
は
あ
れ

が
始
で
あ
ら
う
。
あ
の
時
代
に
あ
ん
な
も
の
を
書
い
た
の
に
は
驚
か
ざ
る

こ
と
を
得
な
い
。
あ
の
時
代
だ
か
ら
驚
く
。（
中
略
）「
浮
雲
、
二
葉
亭
四

迷
作
」
と
い
ふ
八
字
は
珍
ら
し
い
矛
盾
、
稀
な
る
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
ム
と
し

て
、
永
遠
に
文
芸
史
上
に
残
し
て
置
く
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
、

「
浮
雲
」
の
心
理
描
写
を
称
揚
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
に
お
け
る
登
場
人
物
の
心
理
の
因
果
的
変
移
、
行
為
の
動
機
へ
の
関
心

は
、
こ
の
時
期
の
鷗
外
に
通
底
す
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
小
倉
に
お
け
る

『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
の
精
読
経
験
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
見
て
差

し
支
え
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
動
機
を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
こ
と

は
、
或
る
心
的
状
態
や
そ
れ
に
基
づ
く
行
為
を
齎
し
た
心
理
的
要
因
を
因

果
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
眼
差
し
は
表
象
心

理
学
に
お
け
る
心
理
観
察
者＝

記
述
者
の
も
の
と
通
底
す
る
か
ら
だ
。

そ
し
て
鷗
外
は
、
こ
う
し
た
眼
差
し
を
援
用
し
て
登
場
人
物
の
動
機
を

外
部
か
ら
確
定
し
記
述
す
る
語
り
手
を
造
型
し
、
幾
つ
か
の
小
説
の
実
作

を
試
み
る
こ
と
と
な
る
。
野
家
啓
一
は
「
物
語
り
の
構
成
単
位
は
出
来
事

で
あ
り
、
物
語
り
は
複
数
の
出
来
事
を
意
味
連
関
に
よ
っ
て
因
果
的
に
結

び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
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る
が
、
元
来
「
出
来

事
」
そ
れ
自
体
に
意
味
は
な
く
、
複
数
の
「
出
来
事
」
が
何
ら
か
の
「
因

果
的
」「
意
味
連
関
」
の
裡
に
布
置
さ
れ
た
時
、
個
々
の
「
出
来
事
」
は

関
連
付
け
ら
れ
た
「
出
来
事
」
の
総
体＝

物
語
」
と
の
関
係
性
に
お
い

て
意
味
を
獲
得
し
、
全
体
と
し
て
有
意
味
な
「
物
語
」
が
構
築
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
鷗
外
が
試
み
た
の
は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
理
の
変

移
を
継
起
的
・
因
果
的
に
語
る
こ
と
で
複
数
の
「
出
来
事
」
を
繫
ぎ
「
物

語
」
を
構
築
す
る
小
説
の
創
作
で
あ
っ
た
と
換
言
可
能
で
あ
る
。
明
治
四

〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
「
魔
睡
」（『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
・
六
）、「
金

貨
」（『
ス
バ
ル
』
一
九
〇
九
・
九
）、「
青
年
」（『
ス
バ
ル
』
一
九
一
〇
・

三
｜
一
九
一
一
・
八
）
な
ど
は
そ
の
典
型
と
見
て
よ
い
。

端
的
な
例
と
し
て
「
金
貨
」
に
お
け
る
語
り
を
見
て
お
く
。「
金
貨
」

の
語
り
に
お
い
て
焦
点
化
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
左
官
の
八
」

が
偶
々
遭
遇
し
た
軍
人
の
屋
敷
に
侵
入
し
そ
こ
で
盗
み
を
働
く
に
至
る
際

の
心
理
の
変
移
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
八
が
こ
う
し
た
行
為
を
為
す
に
至

る
心
理
的
必
然
性
を
記
述
す
る
。
以
下
に
引
く
の
は
、「
軍
人
の
三
人
連
」

が
屋
敷
に
入
っ
て
行
き
、
そ
れ
を
出
迎
え
た
別
当
が
そ
の
後
出
掛
け
て
行

く
様
子
を
偶
々
目
撃
し
た
八
の
心
内
を
語
り
手
が
対
象
化
し
た
箇
所
で
あ

る
。

八
の
頭
の
中
で
、
此
時
ど
こ
へ
行
か
う
と
い
ふ
問
題
が
提
起
せ
ら

れ
た
。
そ
し
て
八
は
こ
の
黒
い
板
塀
の
中
へ
這
入
ら
う
と
思
つ
た
。

八
は
自
分
で
は
全
く
唐
突
に
か
う
思
つ
た
や
う
に
感
じ
て
ゐ
る
が
、

実
は
さ
う
で
は
な
い
。
閾
の
下
の
意
識
が
こ
れ
ま
で
に
働
い
て
ゐ

て
、
そ
の
結
果
が
突
然
閾
の
上
に
出
た
に
過
ぎ
な
い
。
八
は
ど
こ
へ

行
つ
て
好
い
か
分
か
ら
ず
に
、
停
車
場
脇
の
坂
の
下
に
立
つ
て
ゐ

た
。
そ
こ
へ
軍
人
が
通
り
か
か
つ
た
時
、
八
は
そ
れ
に
附
い
て
歩
き

出
し
た
。
其
時
八
は
此
軍
人
と
自
分
と
に
何
か
縁
の
あ
る
や
う
に
感
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じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
軍
人
が
家
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
ふ
と
、
八

は
自
分
の
た
よ
り
に
す
る
も
の
を
亡
く
し
た
や
う
に
感
じ
た
。
そ
れ

と
同
時
に
別
当
の
姿
を
見
て
此
別
当
が
自
分
と
軍
人
と
の
間
に
成
り

立
つ
て
ゐ
る
或
る
関
係
に
障
碍
を
加
へ
る
も
の
で
あ
る
や
う
に
感
じ

た
。
そ
れ
か
ら
別
当
が
出
て
行
く
の
を
見
た
と
き
、
此
障
碍
が
除
か

れ
た
や
う
に
感
じ
た
。
そ
し
て
か
う
い
ふ
感
じ
が
順
序
を
追
つ
て
起

つ
て
ゐ
る
背
後
に
、
物
を
盗
も
う
と
い
ふ
意
志
が
、
此
等
の
閾
の
下

に
潜
ん
で
ゐ
る
感
じ
よ
り
一
層
幽
に
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
今
此
黒
塀
の
内
へ
這
入
ら
う
と
、
は
つ
き
り
思
つ
た
と
き
に
は
、

物
を
盗
ま
う
と
い
ふ
意
志
も
、
一
し
よ
に
意
識
の
閾
の
上
に
踊
り
出

た
の
で

15
）

あ
る
。

こ
こ
で
語
り
手
は
、
八
の
心
内
を
「
閾
の
上
」
と
「
閾
の
下
の
意
識
」
に

二
分
し
て
把
握
し
つ
つ
、「
此
時
」
に
お
け
る
八
の
心
的
状
態
、
す
な
わ

ち
「
こ
の
黒
い
板
塀
の
中
へ
這
入
ら
う
と
思
」
う
意
志
の
生
成
に
つ
い

て
、
遡
及
的
な
視
座
か
ら
そ
こ
に
至
る
心
理
を
因
果
的
変
移
と
し
て
構
成

す
る
。
そ
の
際
に
語
り
手
は
、
八
が
意
識
化
し
な
い
識
閾
下
の
心
的
過
程

を
も
語
っ
て
み
せ
る
。
八
の
識
閾
下
で
は
、
引
用
部
に
あ
る
よ
う
な
心
的

過
程
が
「
順
序
を
追
つ
て
起
つ
て
」
お
り
、「
そ
の
結
果
が
突
然
閾
の
上

に
出
た
」
も
の
が
「
今
此
黒
塀
の
内
へ
這
入
ら
う
と
、
は
つ
き
り
思
」
う

意
志
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
語
り
手
は
、「
此
黒
塀
の
内
へ
這
入
ら

う
」
と
い
う
意
志
が
意
識
化
さ
れ
る
こ
と
に
随
伴
し
て
、
さ
ら
に
下
層
の

識
閾
下
に
「
幽
に
潜
ん
で
ゐ
た
」「
物
を
盗
ま
う
と
い
ふ
意
志
」
が
明
確

に
意
識
化
さ
れ
た
と
語
る
。
一
度
八
に
意
識
化
さ
れ
た
「
物
を
盗
ま
う
と

い
ふ
意
志
」
は
、
後
に
「
物
を
取
つ
て
泥
坊
た
る
面
目
を
保
た
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
ふ
一
種
の
義
務
心
」
と
な
っ
た
と
も
語
ら
れ
、
実
際
に
「
金

貨
」
を
盗
む
行
為
を
齎
し
た
心
理
と
位
置
付
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う

し
た
語
り
に
よ
っ
て
、
八
が
偶
発
的
に
「
泥
坊
」
を
し
よ
う
と
屋
敷
に
侵

入
し
た
動
機
が
一
連
の
因
果
的
変
移
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。こ

の
よ
う
に
、「
金
貨
」
で
は
、
語
り
手
が
主
人
公
の
心
内
に
寄
り
添

い
、
そ
の
識
閾
下
を
も
対
象
と
し
な
が
ら
、
彼
の
心
理
の
因
果
的
な
変
移

を
精
細
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
が
構
築
さ
れ
る
が
、「
魔
睡
」

や
「
青
年
」
に
お
い
て
も
同
様
の
語
り
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
金
貨
」

に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
魔
睡
」
の
語
り
手
は
、
妻
の
姦
通
疑
惑
に
よ

っ
て
そ
の
「
貞
潔
」
を
め
ぐ
る
疑
念
に
囚
わ
れ
て
い
く
主
人
公
・
大
川
渉

の
心
理
の
変
移
を
、
彼
が
明
確
に
意
識
化
し
て
い
な
い
潜
在
的
欲
望
を
照

ら
し
出
し
な
が
ら
語
っ
て
み
せ

16
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る
し
、「
青
年
」
の
語
り
手
は
、「
小
説

家
」
志
望
の
主
人
公
・
小
泉
純
一
の
「
無
意
識
」・「
意
識
の
閾
の
下
」
の

心
的
過
程
を
も
対
象
化
し
な
が
ら
、
純
一
の
心
内
に
「
今
書
い
た
ら
書
け

る
か
も
知
れ
な
い
」
と
言
う
「
書
い
て
見
よ
う
と
思
ふ
意
志
」
が
生
ず
る

ま
で
の
様
々
な
心
理
的
曲
折
を
語
っ
て
み
せ
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
実
践
の
延
長
上
に
企
図
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が

「
雁
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
雁
」
の
語
り
手
「
僕
」
は
、「
金

貨
」「
魔
睡
」「
青
年
」
の
よ
う
に
特
定
の
主
人
公
の
心
内
に
焦
点
化
す
る

の
で
は
な
く
、
自
ら
が
語
る
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
内
の
複
数
の
登
場
人
物

の
心
内
に
自
在
に
焦
点
化
し
、
そ
の
変
移
を
記
述
し
う
る
語
り
手
と
し
て

造
型
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
「
雁
」
は
、
語
り
手
「
僕
」
に
よ
る
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
の
回
想
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的
生
成
を
内
包
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、「
雁
と
云
ふ
物
語
」
は
、
結
末

部
の
「
無
縁
坂
」
で
の
お
玉
と
岡
田
と
の
擦
れ
違
い
と
い
う
「
出
来
事
」

を
、
お
玉
の
岡
田
へ
の
「
無
限
の
残
惜
し
さ
」
を
印
象
付
け
る
も
の
と
し

て
、
或
い
は
彼
等
が
「
永
遠
に
相
見
る
こ
と
を
得
ず
に
し
ま
」
う
恋
愛
の

不
成
立
を
決
定
付
け
た
「
事
件
」
と
し
て
意
味
付
け
る
た
め
に
、
こ
の

「
事
件
」
よ
り
過
去
の
複
数
の
「
出
来
事
」
を
結
末
部
の
「
事
件
」
の
生

起
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
因
果
的
連
鎖
の
も
と
に
「
僕
」
が
語
っ
て
い
く

こ
と
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。「
雁
と
云
ふ
物
語
」
は
、
そ
れ
自
体
で
は
無

意
味
な
無
数
の
「
出
来
事
」
を
、
語
り
手
「
僕
」
が
ひ
と
り
の
不
遇
な
女

の
悲
恋
物
語
と
し
て
言
語
的
に
組
織
化
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
そ
こ
で

「
僕
」
の
語
り
が
駆
使
す
る
枢
要
な
「
意
味
連
関
」
こ
そ
が
、
前
節
で
述

べ
た
心
理
の
因
果
性
で
あ
る
。
以
下
に
検
討
す
る
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、「
僕
」
は
登
場
人
物
の
心
理
の
変
移
を
継
起
的
・
因
果
的
に
語
る

こ
と
で
複
数
の
「
出
来
事
」
を
繫
ぎ
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
を
構
築
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
鷗
外
が
こ
う
し
た
語
り
を
造
型
す
る
際
に
参

照
し
た
の
が
表
象
心
理
学
の
枠
組
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、

「
僕
」
の
語
り
の
あ
り
方
に
表
象
心
理
学
の
枠
組
み
の
影
響
が
見
ら
れ
る

点
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
通
し
て
検
証
し
て
い
く
。

例
え
ば
、
岡
田
と
お
玉
と
の
出
会
い
の
経
緯
を
岡
田
の
側
に
立
っ
て

「
僕
」
が
語
る
件
に
ま
ず
は
着
目
し
て
み
た
い
。「
此
話
の
出
来
事
の
あ

つ
た
年
の
九
月
頃
」
に
、
岡
田
は
日
頃
の
「
散
歩
」
の
「
道
筋
」
で
あ
る

「
無
縁
坂
」
で
「
偶
然
一
人
の
湯
帰
り
の
女
」（
お
玉
）
を
目
撃
す
る
。

岡
田
は
そ
の
女
の
容
姿
に
つ
い
て
当
初
「
別
に
深
い
印
象
」
を
受
け
ず

「
刹
那
の
知
覚
を
閲
歴
し
た
と
云
ふ
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
、
無
縁
坂
を

降
り
て
し
ま
ふ
頃
に
は
、
も
う
女
の
事
は
綺
麗
に
忘
れ
て
」
し
ま
う
。
し

か
し
「
二
日
ば
か
り
」
後
、
岡
田
が
再
び
女
の
家
の
前
を
通
り
か
か
る
と

「
先
き
の
日
の
湯
帰
り
の
女
の
事
が
、
突
然
記
憶
の
底
か
ら
意
識
の
表
面

に
浮
き
出
し
た
」
と
「
僕
」
は
岡
田
の
心
内
を
語
っ
て
み
せ
る
。
こ
れ
ら

の
記
述
は
、
お
玉
を
見
る
こ
と
で
生
起
し
た
岡
田
の
「
刹
那
の
知
覚
」
と

し
て
の
心
的
表
象
が
、
一
旦
識
閾
下＝

記
憶
の
底
」
に
保
存
さ
れ
、
後

日
、
再
度
お
玉
の
家
の
前
を
通
る
と
い
う
知
覚
刺
激
が
契
機
と
な
り
、
識

閾
下
に
沈
ん
で
い
た
お
玉
を
め
ぐ
る
表
象
が
「
意
識
の
表
面
に
浮
き
出
し

た
」＝

再
生
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
女
の
こ
と

を
想
起
し
た
岡
田
は
「
幾
分
か
の
注
意
を
払
つ
て
」
家
の
方
を
見
た
と
こ

ろ
、
自
分
を
見
る
女
が
「
微
笑
ん
で
ゐ
る
」
の
を
発
見
す
る
。
こ
の
体
験

以
後
、
岡
田
は
家
の
前
を
通
る
度
に
女
と
顔
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
な
り
、

彼
の
「
空
想
の
領
分
に
折
々
此
女
が
闖
入
し
て
来
て
、
次
第
に
我
物
顔
に

立
ち
振
舞
ふ
や
う
に
な
」
り
、
女
の
真
意
に
つ
い
て
思
案
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
記
述
は
、
岡
田
の
心
内
に
お
い
て
お
玉
を
め
ぐ
る
心
的
表
象
の

強
度
が
亢
進
し
、
他
の
表
象
を
抑
制
し
て
し
ば
し
ば
意
識
化
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
様
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
的
状
態
に
あ
る
岡
田
は
、

「
二
週
間
も
立
つ
た
頃
」、「
或
る
夕
方
例
の
窓
の
前
を
通
る
時
、
無
意
識

に
帽
を
脱
い
で
礼
」
を
す
る
と
い
う
発
作
的
行
為
を
為
す
が
、
こ
れ
は
岡

田
の
識
閾
下
に
お
い
て
、
お
玉
を
め
ぐ
る
心
的
表
象
が
如
何
に
力
を
有
す

る
に
至
っ
た
か
を
象
徴
す
る
行
為
で
あ
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う

に
、「
僕
」
は
岡
田
の
識
閾
下
の
力
動
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
お
玉
と

徐
々
に
「
親
し
く
」
な
っ
て
い
く
彼
の
心
情
の
変
移
や
発
作
的
行
為
の
生

成
を
因
果
的
に
語
っ
て
い
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
、
岡
田
の
心
理
を
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
表
象
心
理

学
の
枠
組
み
が
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
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る
が
、
そ
れ
は
お
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玉
の
心
理
描
写
に
お
い
て
よ
り
端
的
で
あ
る
。
今
度
は
岡
田
と
の
出
会
い

の
経
緯
を
「
僕
」
が
お
玉
の
側
に
立
っ
て
語
る
件
を
み
た
い
。
お
玉
が
末

造
の
妾
に
な
っ
た
の
は
「
父
親
を
幸
福
に
し
よ
う
と
云
ふ
目
的
以
外
に
、

何
の
目
的
も
有
し
て
ゐ
な
か
つ
た
」
か
ら
で
あ
る
が
、「
檀
那
と
頼
ん
だ
」

末
造
の
正
体
が
「
人
も
あ
ら
う
に
高
利
貸
で
あ
つ
た
」
と
知
り
お
玉
は
苦

悩
す
る
。
だ
が
そ
の
苦
痛
を
父
に
は
知
ら
せ
ず
「
我
胸
一
つ
に
畳
ん
で
置

か
う
と
決
心
」
す
る
と
、「
こ
れ
ま
で
人
に
た
よ
る
こ
と
し
か
知
ら
な
か

つ
た
お
玉
が
、
始
て
独
立
し
た
や
う
な
心
持
」
に
な
る
。
そ
の
結
果
「
お

玉
は
自
分
で
自
分
の
言
つ
た
り
為
し
た
り
す
る
事
を
窃
か
に
観
察
す
る
や

う
に
」
な
る
が
、
こ
う
し
た
自
意
識
の
高
ま
り
は
自
ら
が
妾
の
境
遇
に
甘

ん
じ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
満
を
生
じ
さ
せ
、「
と
う
と
う
往
来
を
通

る
学
生
を
見
て
ゐ
て
、
あ
の
中
に
若
し
頼
も
し
い
人
が
ゐ
て
、
自
分
を
今

の
境
界
か
ら
救
つ
て
く
れ
る
や
う
に
は
な
る
ま
い
か
と
ま
で
考
へ
」
る
に

至
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
記
述
は
語
り
手
「
僕
」
に
よ
る
お
玉
の
心

情
の
代
弁
で
あ
り
、
お
玉
自
身
が
最
初
か
ら
意
識
的
に
思
考
し
て
い
た
内

容
で
は
な
い
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、「
僕
」
は
お
玉
が
「
さ
う
云
ふ
想

像
に
耽
る
自
分
を
、
忽
然
意
識
し
た
時
、
は
つ
と
驚
い
た
の
で
あ
る
」、

或
い
は
「
或
る
日
自
分
の
胸
に
何
物
か
が
芽
ざ
し
て
来
て
ゐ
る
ら
し
く
感

じ
て
、
は
つ
と
驚
い
た
。
意
識
の
閾
の
下
で
胎
を
結
ん
で
、
形
が
出
来
て

か
ら
、
突
然
躍
り
出
し
た
や
う
な
想
像
の
塊
に
驚
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
」

と
語
っ
て
み
せ
る
。「
僕
」
は
、
お
玉
の
「
意
識
の
閾
の
下
」
で
「
自
分

を
今
の
境
界
か
ら
救
つ
て
」
欲
し
い
と
い
う
表
象
群
と
そ
こ
に
付
随
す
る

感
情
が
徐
々
に
亢
進
し
、
或
る
時
識
閾
を
越
え
て
意
識
化
さ
れ
る
に
至
る

心
理
の
変
移
を
記
述
し
て
い
る
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
心

情
を
意
識
化
し
た
お
玉
が
「
顔
を
識
り
合
つ
た
の
が
岡
田
で
あ
つ
た
」。

「
往
来
を
通
る
学
生
」
に
向
け
ら
れ
る
漠
然
と
し
た
心
情
は
、
こ
の
後
、

お
玉
に
岡
田
と
い
う
特
定
の
対
象
へ
の
恋
情
を
齎
し
て
い
く
。
表
象
心
理

学
の
枠
組
み
に
従
え
ば
、
前
者
は
普
通
感
情
、
後
者
は
そ
こ
を
基
盤
に
興

起
す
る
特
殊
感
情
と
言
え
る
。
当
初
お
玉
は
、
岡
田
に
対
し
て
「
何
と
は

な
し
に
懐
か
し
い
人
柄
だ
と
思
ひ
初そ
め
」、
岡
田
が
家
の
前
を
通
る
こ
と

を
期
待
す
る
よ
う
に
な
り
、「
度
々
顔
を
見
合
は
す
」
こ
と
で
「
い
つ
か

自
然
に
親
し
い
心
持
」
と
な
る
。
だ
が
こ
の
段
階
で
は
、
お
玉
の
岡
田
へ

の
「
親
し
い
心
持
」
は
未
だ
受
動
的
感
情
で
あ
る
。「
ふ
と
自
分
の
方
か

ら
笑
ひ
掛
け
た
が
、
そ
れ
は
気
の
弛
ん
だ
、
抑
制
作
用
の
麻
痺
し
た
刹
那

の
出
来
事
で
、
お
と
な
し
い
質
の
お
玉
に
は
こ
ち
ら
か
ら
恋
を
し
掛
け
よ

う
と
、
は
つ
き
り
意
識
し
て
、
故
意
に
そ
ん
な
事
を
す
る
心
は
な
か
つ

た
」
と
「
僕
」
が
語
る
よ
う
に
、
岡
田
へ
の
感
情
は
識
閾
下
で
亢
進
し
て

は
い
る
が
、
そ
れ
は
「
は
つ
き
り
意
識
」
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
意
識

的
な
「
抑
制
作
用
の
麻
痺
し
た
刹
那
」
に
「
故
意
」
で
は
な
い
発
作
的
行

為
と
し
て
発
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
感
情
が
、
岡
田
に
対
す
る

意
識
的
な
願
望
に
移
行
す
る
の
は
「
岡
田
が
始
て
帽
子
を
取
つ
て
会
釈
」

を
す
る
の
を
目
撃
す
る
こ
と
が
契
機
と
な
る
。
そ
の
時
お
玉
は
岡
田
の
自

分
へ
の
好
意
を
「
直
覚
」
し
、「
お
玉
は
胸
を
躍
ら
せ
て
」「
窓
の
格
子
を

隔
て
た
覚
束
な
い
不
言
の
交
際
が
爰
に
新
し
いep

o
q
u
e

に
入
つ
た
」
と

「
嬉
し
く
思
」
う
。
そ
の
結
果
、
お
玉
は
「
そ
の
時
の
岡
田
の
様
子
」
を

意
識
的
に
「
幾
度
も
繰
り
返
し
て
」「
想
像
に
画
い
て
見
る
」
よ
う
に
な

る
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
お
玉
の
心
内
に
岡
田
へ
の
意
識
的
な
願
望
が
生

じ
て
い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
お
玉
の
願
望
は
、

「
僕
」
が
「
末
造
が
お
玉
に
買
つ
て
遣
つ
た
紅
雀
は
、
図
ら
ず
も
お
玉
と

岡
田
と
が
詞
を
交
す
媒
と
な
つ
た
」
と
意
味
付
け
る
出
来
事
を
通
じ
て
意
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志
へ
と
移
行
す
る
。
そ
れ
は
、
お
玉
の
家
の
「
格
子
窓
の
上
に
吊
る
し
て

あ
る
鳥
籠
」
に
侵
入
し
た
「
大
き
い
青
大
将
」
を
、
通
り
掛
か
り
の
岡
田

が
お
玉
か
ら
借
り
た
「
出
刃
庖
刀
」
で
殺
し
た
「
蛇
退
治
」
の
一
件
で
あ

る
。
こ
の
一
件
を
契
機
と
し
て
「
お
玉
は
こ
れ
ま
で
目
で
会
釈
を
し
た
事

し
か
無
い
岡
田
と
親
し
く
話
を
し
た
為
め
に
、
自
分
の
心
持
が
、
我
な
が

ら
驚
く
程
急
劇
に
変
化
し
て
来
た
の
を
感
じ
た
」
と
「
僕
」
は
語
る
。

「
岡
田
は
お
玉
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
只
欲
し
い
物
で
あ
つ
た
が
、
今

や
忽
ち
変
じ
て
買
ひ
た
い
物
に
な
つ
た
の
で
あ
」
り
、「
お
玉
は
小
鳥
を

助
け
て
貰
つ
た
の
を
縁
に
、
ど
う
に
か
し
て
岡
田
に
近
寄
り
た
い
と
思

う
」。
そ
し
て
お
玉
は
、
岡
田
に
接
触
を
す
る
た
め
の
具
体
的
方
略
や
岡

田
の
自
分
へ
の
想
い
に
つ
い
て
「
逡
巡
」
す
る
が
、「
そ
の
頭
の
中
に
は
、

極
め
て
楽
観
的
な
写
象
が
往
来
し
て
」
お
り
、「
末
造
が
千
葉
へ
立
つ
と

云
つ
て
暇
乞
に
来
て
か
ら
、
追
手
を
帆
に
孕
ま
せ
た
舟
の
や
う
に
、
志
す

岸
に
向
つ
て
走
る
気
に
」
な
る
。
お
玉
は
今
日
も
家
の
前
を
通
る
で
あ
ろ

う
岡
田
に
「
思
ひ
切
つ
て
物
を
言
ひ
掛
け
る
」「
決
心
」
を
固
め
る
。
お

玉
は
「
蛇
退
治
」
の
一
件
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
岡
田
へ
の
想
い
が
成
就
す

る
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
し
て
そ
の
た
め
に
ど
う
す
べ
き
か
を
思
案
し
、

末
造
の
留
守
と
い
う
好
機
を
掴
ん
で
い
よ
い
よ
行
動
を
為
す
に
至
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
表
象
心
理
学
に
お
い
て
意
志
、
反
省
及
び
決
心
と

呼
称
さ
れ
る
心
的
状
態
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
こ
う

し
た
心
的
状
態
は
、
換
言
す
れ
ば
、
常
に
顕
在
意
識
を
占
め
る
程
に
心
内

に
お
け
る
岡
田
を
め
ぐ
る
心
的
表
象
の
強
度
が
亢
進
し
て
い
る
事
態
を
指

す
。
こ
の
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、「
僕
」
は
、
夢
の
中
で
お
玉
が
岡
田
へ

執
着
し
て
い
る
様
を
語
っ
て
み
せ
る
。
夢
は
識
閾
下
の
力
動
が
表
出
す
る

場
で
あ
る
。「
末
造
が
帰
つ
た
跡
で
見
た
夢
」
の
中
で
お
玉
は
岡
田
の
許

へ
「
菓
子
折
を
買
つ
て
来
て
、
急
い
で
梅
に
持
た
せ
て
出
し
た
」
り
（
現

実
で
は
実
行
し
て
い
な
い
）、「
折
々
は
夢
の
中
で
岡
田
と
一
し
よ
に
な

る
」
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
指
摘
し
た
の
は
端
的
な
例
で
あ
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る
が
、
識
閾
下
に
蓄
積
し
た
表

象
と
、
そ
こ
に
偶
発
的
に
加
え
ら
れ
る
現
勢
的
な
知
覚
刺
激
と
の
相
互
作

用
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
或
る
心
的
状
態
の
生
起
や
行
動
の
動
因
を
説

明
す
る
と
い
う
語
り
手
の
振
舞
い
は
一
貫
し
て
い
る
。
既
に
言
及
し
た
岡

田
や
お
玉
以
外
に
も
、
例
え
ば
末
造
に
つ
い
て
、
彼
が
お
玉
を
意
識
的
に

欲
す
る
に
至
る
心
理
は
、「
折
々
見
た
こ
と
の
あ
る
女
」
で
あ
っ
た
お
玉

の
容
姿
に
対
す
る
執
着
が
識
閾
下
に
保
存
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、「
高

利
貸
で
成
功
し
て
、
池
の
端
へ
越
し
て
か
ら
後
に
、
醜
い
、
口
や
か
ま
し

い
女
房
を
慊
く
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
」
と
い
う
要
因
が
加
わ
り
、
お
玉
を

「
思
ひ
出
し
た
」
か
ら
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
雁
」
の
語
り
手

「
僕
」
は
、
登
場
人
物
の
心
理
を
記
述
す
る
際
、
そ
の
識
閾
下
を
も
対
象

化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
の
心
理
の
変
移
を
或
る
継
起
的
な
因
果
性
の

も
と
に
記
述
す
る
。
鷗
外
は
表
象
心
理
学
の
枠
組
み
を
援
用
す
る
こ
と

で
、
こ
う
し
た
振
舞
い
を
見
せ
る
語
り
手
を
造
型
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、「
雁
と
云
ふ
物
語
」
が
登
場
人
物
の
心
理
的
必
然
性
の
連
鎖
に
よ
っ

て
構
築
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
鷗
外
の
小
説
美
学
の
或

る
種
の
達
成
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
鷗
外
は
自

ら
の
小
説
表
現
に
お
い
て
登
場
人
物
の
心
理
を
因
果
的
変
移
と
し
て
精
細

に
記
述
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
が
、
主
人
公
の
心
内
が
描
か
れ
る
だ

け
で
な
く
各
登
場
人
物
の
心
理
の
変
移
が
物
語
末
尾
の
「
事
件
」
の
生
起

に
因
果
的
に
収
斂
し
て
い
く
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
の
有
り
様
は
、
鷗
外
が

理
想
と
し
た
小
説
の
形
態
で
あ
っ
た
と
も
解
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
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だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
雁
」
が

「
雁
と
云
ふ
物
語
」
そ
の
も
の
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
語
る
行

為
を
も
対
象
化
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
構
成
さ
れ
た
こ
と
の
戦
略
性
で
あ

る
。「
僕
」
は
、「
岡
田
と
お
玉
と
は
永
遠
に
相
見
る
こ
と
を
得
ず
に
し
ま

つ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
無
い
。
し
か
し
そ
れ
よ
り
以
上
の
事
は
雁
と
云

ふ
物
語
の
範
囲
外
に
あ
る
」
と
断
っ
た
上
で
、
テ
ク
ス
ト
末
尾
を
以
下
の

よ
う
に
結
ん
で
い
た
。

僕
は
今
此
物
語
を
書
い
て
し
ま
つ
て
、
指
を
折
つ
て
数
へ
て
見
る

と
、
も
う
其
時
か
ら
三
十
五
年
を
経
過
し
て
ゐ
る
。
物
語
の
一
半

は
、
親
し
く
岡
田
に
交
つ
て
ゐ
て
見
た
の
だ
が
、
他
の
一
半
は
岡
田

が
去
つ
た
後
に
、
図
ら
ず
も
お
玉
と
相
識
に
な
つ
て
聞
い
た
の
で
あ

る
。
譬
へ
ば
実
体
鏡
の
下
に
あ
る
左
右
二
枚
の
図
を
、
一
の
影
像
と

し
て
視
る
や
う
に
、
前
に
見
た
事
と
後
に
聞
い
た
事
と
を
、
照
ら
し

合
せ
て
作
つ
た
の
が
此
物
語
で
あ
る
。
読
者
は
僕
に
問
ふ
か
も
知
れ

な
い
。「
お
玉
と
は
ど
う
し
て
相
識
に
な
つ
て
、
ど
ん
な
場
合
に
そ

れ
を
聞
い
た
か
」
と
問
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
す
る

答
も
、
前
に
云
つ
た
通
り
、
物
語
の
範
囲
外
に
あ
る
。
只
僕
に
お
玉

の
情
人
に
な
る
要
約
の
備
は
つ
て
ゐ
ぬ
こ
と
は
論
を
須
た
ぬ
か
ら
、

読
者
は
無
用
の
臆
測
を
せ
ぬ
が
好
い
。

そ
も
そ
も
、「
僕
」
は
物
語
冒
頭
か
ら
「
岡
田
を
主
人
公
に
し
な
く
て
は

な
ら
ぬ
此
話
の
事
件
」
と
し
て
、
自
身
は
あ
く
ま
で
「
主
人
公
」
で
は
な

く
「
第
三
者
」
の
立
場
に
過
ぎ
な
い
と
明
示
し
て
お
り
、
右
の
引
用
部
で

は
、「
物
語
の
一
半
は
、
親
し
く
岡
田
に
交
つ
て
ゐ
て
見
た
の
だ
が
、
他

の
一
半
は
岡
田
が
去
つ
た
後
に
、
図
ら
ず
も
お
玉
と
相
識
に
な
つ
て
聞
い

た
」
と
情
報
源
を
明
示
す
る
こ
と
で
、
自
身
は
そ
う
し
た
情
報
源
を
得
ら

れ
る
「
第
三
者
」
で
あ
り
そ
れ
に
依
拠
し
て
語
っ
た
に
過
ぎ
ず
、「
お
玉

と
相
識
に
な
つ
」
た
の
も
「
図
ら
ず
も
」
で
あ
っ
て
、「
情
人
」
と
し
て

彼
女
に
思
い
入
れ
を
有
す
る
か
ら
「
物
語
」
を
語
っ
た
訳
で
は
な
い
と
言

う
。「
僕
」
は
自
身
を
「
第
三
者
」＝

傍
観
者
と
し
て
の
公
平
無
私
な
語
り

部
と
し
て
措
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
実

体
鏡
」
の
比
喩
を
用
い
つ
つ
、
先
の
情
報
源
を
「
照
ら
し
合
せ
て
作
つ
た

の
が
此
物
語
で
あ
る
」
と
「
僕
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
示
し
て
し
ま
う

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
雁
と
云
ふ
物
語
」
は
「
僕
」
が
「
作
つ
た
」
も

の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
物
語
の
成
立
に
際
し
て
語
り
手
の
作
為
が
介

在
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
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ろ
う
。「
僕
」
は
、「
お
玉
と
相
識
に
な
つ
」

た
経
緯
や
彼
女
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、「
読
者
」
に
「
無
用
の
臆
測
を

せ
ぬ
が
好
い
」
と
誡
め
る
こ
と
で
、
自
ら
の
主
観
性
を
「
物
語
の
範
囲

外
」
へ
押
し
や
ろ
う
と
す
る
。
だ
が
、「
雁
と
云
ふ
物
語
」
の
成
立
事
情

を
仄
め
か
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
対
す
る
「
読
者
」
の
「
臆
測
」
を
誡
め
る

と
い
う
「
僕
」
の
振
舞
い
は
、
い
わ
ば
「
物
語
の
範
囲
外
」
の
存
在
を
見

せ
消
ち
に
示
す
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
読
者
に
対
し
て
は
「
物
語
の
範
囲

外
」
に
対
す
る
「
臆
測
」
を
喚
起
す
る
結
果
を
招
来
す
る
だ
ろ
う
。
テ
ク

ス
ト
は
、「
僕
」
の
語
る
物
語
に
あ
る
「
以
上
の
事
」
を
「
物
語
の
範
囲

外
」
に
読
み
込
む
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
テ
ク
ス
ト
は
、「
僕
」
の
お
玉
に
対
す
る
情
愛
の
存
在
を
示
す

こ
と
で
、
読
者
を
し
て
「
物
語
の
範
囲
外
」
へ
と
押
し
や
ら
れ
た
「
僕
」

の
主
観
に
目
を
向
け
さ
せ
、「
僕
」
の
語
り
が
公
平
無
私
な
も
の
な
ど
で

は
な
い
こ
と
に
気
付
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
語
末
尾
の
重
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要
な
「
事
件
」
で
あ
る
お
玉
と
岡
田
と
の
擦
れ
違
い
の
現
場
に
居
合
わ
せ

た
際
の
「
僕
」
の
感
懐
と
し
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
僕
」
が
自

身
の
心
情
に
つ
い
て
珍
し
く
饒
舌
で
あ
る
点
で
特
異
で
あ
り
、
こ
の
部
分

へ
の
着
眼
を
誘
う
テ
ク
ス
ト
の
戦
略
が
看
取
で
き
る
。「
僕
」
は
岡
田
と

「
無
縁
坂
を
降
り
掛
か
る
時
」、「
う
つ
と
り
と
し
た
」
お
玉
の
視
線
に
気

付
い
た
岡
田
が
「
慌
て
た
や
う
に
帽
を
取
つ
て
礼
を
し
て
、
無
意
識
に
足

の
運
を
早
め
」
る
の
に
対
し
、
岡
田
と
共
に
歩
き
過
ぎ
つ
つ
も
「
第
三
者

に
有
勝
な
無
遠
慮
を
以
て
、
度
々
背
後
を
振
り
向
い
て
見
」、「
お
玉
の
注

視
」
が
「
頗
る
長
く
継
続
せ
ら
れ
て
ゐ
た
」
様
を
目
撃
し
て
次
の
よ
う
な

感
懐
を
抱
い
た
と
言
う
。

僕
の
胸
の
中
で
は
種
々
の
感
情
が
戦
つ
て
ゐ
た
。
此
感
情
に
は
自

分
を
岡
田
の
地
位
に
置
き
た
い
と
云
ふ
こ
と
が
根
調
を
な
し
て
ゐ

る
。
し
か
し
僕
の
意
識
は
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
を
嫌
つ
て
ゐ
る
。

僕
は
心
の
内
で
、「
な
に
、
己
が
そ
ん
な
卑
劣
な
男
な
も
の
か
」
と

叫
ん
で
、
そ
れ
を
打
ち
消
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
此
抑
制
が
功

を
奏
せ
ぬ
の
を
、
僕
は
憤
つ
て
ゐ
る
。
自
分
を
岡
田
の
地
位
に
置
き

た
い
と
云
ふ
の
は
、
彼
女
の
誘
惑
に
身
を
任
せ
た
い
と
思
ふ
の
で
は

な
い
。
只
岡
田
の
や
う
に
、
あ
ん
な
美
し
い
女
に
慕
は
れ
た
ら
、
さ

ぞ
愉
快
だ
ら
う
と
思
ふ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
ん
な
ら
慕
は
れ
て
ど
う
す

る
か
、
僕
は
そ
こ
に
意
志
の
自
由
を
保
留
し
て
置
き
た
い
。
僕
は
岡

田
の
や
う
に
逃
げ
は
し
な
い
。
僕
は
逢
つ
て
話
を
す
る
。
自
分
の
清

潔
な
身
は
汚
さ
ぬ
が
、
逢
つ
て
話
だ
け
は
す
る
。
そ
し
て
彼
女
を
妹

の
如
く
に
愛
す
る
。
彼
女
の
力
に
な
つ
て
遣
る
。
彼
女
を

泥
の
中

か
ら
救
抜
す
る
。
僕
の
想
像
は
こ
ん
な
取
留
の
な
い
処
に
帰
着
し
て

し
ま
つ
た
。

竹
盛
天
雄
は
こ
の
一
節
に
着
目
し
、「
も
と
も
と
こ
の
物
語
の
世
界
は
、

彼
の
お
玉
へ
の
欲
望
や
関
心
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
の
だ
（
中
略
）
例

の
「
僕
」
の
心
理
的
葛
藤
の
告
白
は
、
こ
の
物
語
全
体
の
精
神
分
析
を
な

し
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
機
構
を
解
説
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
」
と
指
摘
し
て

20
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い
る
。
こ
こ
で
「
僕
」
は
、
お
玉
と
正
対
し
よ
う

と
し
な
い
岡
田
と
自
己
を
差
異
化
し
つ
つ
、
自
分
は
「
逢
つ
て
話
を
す

る
」
こ
と
で
お
玉
の
心
情
を
受
容
す
る
主
体
と
し
て
、
そ
し
て
、
そ
う
し

た
営
為
を
あ
く
ま
で
「
自
分
の
清
潔
な
身
は
汚
さ
」
ず
に
「
彼
女
を
妹
の

如
く
に
愛
す
る
」
非
性
的
な
関
係
の
裡
に
行
う
主
体
と
な
る
こ
と
を
「
想

像
」
し
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
読
者
は
次
の
よ
う
な
「
臆
測
」

へ
と
誘
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
僕
」
が
性
的
な
権
力
関
係
の

介
在
す
る
「
情
人
」
と
し
て
で
は
な
く
、
お
玉
の
心
情
を
代
弁
し
て
い
く

語
り
部
と
し
て
彼
女
と
「
相
識
」
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
物
語

行
為
は
、
お
玉
と
の
間
に
対
話
的
関
係
の
構
築
を
望
ん
で
い
た
志
向
の
具

現
化
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。「
僕
」
の
物
語
行
為
を
規
定
す
る

主
観
を
テ
ク
ス
ト
か
ら
隈
無
く
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に

せ
よ
、
重
要
な
の
は
、
自
身
の
認
識
と
は
裏
腹
に
、「
僕
」
は
お
玉
や
岡

田
に
対
し
て
中
立
的
な
立
場
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、「
事
件
」
に
対
し

て
公
平
無
私
な
語
り
を
な
す
存
在
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
読
者
に

露
見
す
る
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
託
さ
れ
た
戦
略
と
は
、
読
者
に
物
語
の
成

立
に
関
わ
る
「
僕
」
の
作
為
を
め
ぐ
っ
て
「
臆
測
」
を
誘
発
し
、
そ
う
し

た
「
臆
測
」
を
経
て
、「
雁
と
云
ふ
物
語
」
が
客
観
的
な
唯
一
の
叙
述
な

ど
で
は
な
く
、「
僕
」
と
い
う
語
り
手
に
よ
る
主
観
の
反
映
に
過
ぎ
な
い

点
を
可
視
化
す
る
点
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

21
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い
か
。
そ
し
て
、
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「
雁
と
云
ふ
物
語
」
が
「
僕
」
の
作
為
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
登
場
人
物

の
様
々
な
動
機＝

心
理
的
必
然
性
が
末
尾
の
「
事
件
」
の
生
起
に
収
斂
す

る
よ
う
構
築
さ
れ
た
物
語
は
、
ま
さ
に
そ
こ
で
記
述
さ
れ
た
動
機
が

「
僕
」
に
よ
る
恣
意
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
批
評
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
。

「
金
貨
」
な
ど
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
異

な
り
、「
雁
」
で
は
、
語
り
手
を
一
人
称
と
し
て
実
体
化
し
た
上
で
そ
の

物
語
行
為
の
主
観
性
を
批
評
す
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
「
僕
」
の
語
り
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
く
の
比
重
を
有
す
る
お
玉

の
心
理
描
写
に
つ
い
て
も
、「
女
は
嘘
を
衝
く
」、「
女
は
直
覚
が
鋭
い
」

な
ど
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
一
般
論
を
多
用
し
て
い
る
点
に
も
明
ら
か
な
よ

う
に
、
そ
れ
は
「
僕
」
に
と
っ
て
の
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
女

22
）

性
像
」
の
反
映

で
あ
り
、
あ
く
ま
で
「
僕
」
が
捉
え
た
お
玉
の
心
理
に
過
ぎ
な
い
。「
雁
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
本
来
不
可
知
で
あ
る
は
ず
の
他
者
を
め
ぐ
っ
て
、

そ
の
心
内
に
ま
で
入
り
込
み
そ
の
様
相
を
恣
意
的
に
語
っ
て
し
ま
う

「
僕
」
の
語
り
の
孕
む
権
力
性
を
自
己
批
評
す
る
絡
繰
り
を
有
し
て
い
た

と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
心
的
因
果
性
を
用
い
て
構
築
さ
れ
た

「
雁
と
云
ふ
物
語
」
を
批
評
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
小
説
美
学
を
批
判
的

に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
鷗
外
の
戦
略
が
託
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
。で

は
、
な
ぜ
鷗
外
に
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
批
判
的
戦
略
が
必
要
と
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
論
理
を

明
す
る
た
め
に
は
、

鷗
外
が
小
説
表
現
に
お
け
る
心
理
的
必
然
性＝

動
機
の
記
述
を
重
視
す
る

一
方
、
或
る
行
為
の
動
機
を
隈
な
く
確
定
す
る
こ
と
の
原
理
的
不
可
能
に

思
い
至
っ
て
い
た
点
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
小
倉
に
お
い
て
『
経
験

的
心
理
学
教
本
』
を
精
読
し
て
い
た
頃
、「
明
治
三
十
三
年
十
二
月
二
十

日
臨
時
軍
医
部
会
議
々
事
中
部
長
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口
演
」
に
お
い
て
鷗
外
は
、「
独
逸
ノ

碩
学
イ
マ
ヌ
エ
ル
、
カ
ン
ト
ノ
言
ニ
曰
ク
人
ノ
行
為
ノ
何
ノ
動
因
ヨ
リ
出

デ
シ
カ
ハ
何
人
ト
雖
之
ヲ
証
明
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
ト
（
中
略
）
爰
ニ
一
人

ア
リ
テ
某
ノ
行
為
ニ
出
ズ
ル
時
其
動
因
ノ
奈
何
ハ
唯
ヾ
其
人
之
ヲ
知
ル
ノ

ミ
且
其
ノ
之
ヲ
知
ル
ヤ
其
動
因
ノ
意
識
ニ
上
リ
タ
ル
限
之
ヲ
知
ル
ノ
ミ
」

と
述
べ
て
お
り
、
動
機
を
整
合
的
に
記
述
し
う
る
理
論
を
受
容
す
る
と
同

時
に
、
そ
の
限
界
に
つ
い
て
も
思
考
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
鷗
外
は
、

表
象
心
理
学
の
受
容
を
通
じ
て
不
可
知
の
領
域
と
し
て
の
識
閾
下
に
対
す

る
理
解
を
深
め
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
こ
う
し
た
認
識
を
有
す
る
に
至

っ
た
と
推
察
さ

24
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れ
る
。
そ
れ
は
後
年
に
至
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
は
な
く
、

帰
京
後
の
「
当
流
比
較
言
語
学
」（『
東
亜
之
光
』
一
九
〇
九
・
七
）
で
は

「
人
の
行
為
の
動
機
は
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
とK

a
n
t

が
云
つ
て
ゐ
る
。

芸
術
家
の
物
を
作
る
動
機
も
恐
ら
く
は
わ
か
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

結
局
、
表
象
心
理
学
の
受
容
は
、
鷗
外
に
と
っ
て
登
場
人
物
の
心
的
因

果
性
を
用
い
た
小
説
構
築
と
い
う
美
学
に
結
実
し
た
点
で
重
要
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
動
機
を
確
定
し
記
述
す
る
こ
と
へ
の
原
理
的
不
可

能
に
対
す
る
認
識
を
も
齎
す
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
認
識
に
立
っ
た

時
、
外
部
の
視
線
が
事
後
的
・
遡
及
的
に
見
出
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
に

も
拘
わ
ら
ず
動
機
を
確
定
し
記
述
し
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
語
り
手
の
恣

意
の
行
使
と
映
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
鷗
外
は
、「
雁
」
中
絶
中
に
発
表

さ
れ
た
「
サ
フ
ラ
ン
」（『
番
紅
花
』
一
九
一
四
・
三
）
の
中
で
、「
人
間

の
す
る
事
の
動
機
は
縦
横
に
交
錯
し
て
伸
び
る
サ
フ
ラ
ン
の
葉
の
如
く
容

易
に
は
自
分
に
も
分
ら
な
い
。
そ
れ
を
強
ひ
て
、
烟
脂
を
舐
め
た
蛙
が
腸
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を
さ
ら
け
出
し
て
洗
ふ
や
う
に
洗
ひ
立
て
を
し
て
見
た
く
も
な
い
」
と
明

言
す
る
に
至
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
本
来
不
可
知
で
あ
る
動
機

を
確
定
的
に
語
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
自
己
抑
制
の
態
度
で
あ
り
、

語
る
こ
と
の
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
へ
の
躊
躇
の
感
覚
だ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
こ
う
し
た
理
路
を
経
て
、
動
機
の
決
定
不
能
性
に
対
す
る
認

識
は
、
何
か
に
つ
い
て
語
る
際
語
る
こ
と
の
権
力
を
恣
に
行
使
し
て
し
ま

う
こ
と
へ
の
抑
止
と
な
る
或
る
倫
理
的
立
場
へ
と
、
鷗
外
の
思
考
を
導
い

て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
サ
フ
ラ
ン
」
に
お
い
て
、
鷗
外
は
「
サ
フ

ラ
ン
と
云
ふ
草
と
私
と
の
歴
史
」
を
め
ぐ
っ
て
回
想
し
終
え
た
後
、
以
下

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
読
ん
だ
ら
、
い
か
に
私
の
サ
フ
ラ
ン
に
就
い
て
知
つ
て
ゐ
る

こ
と
が
貧
弱
だ
か
分
か
る
だ
ら
う
。
併
し
ど
れ
程
疎
遠
な
物
に
も
た

ま
〳
〵
行
摩
の
袖
が
触
れ
る
や
う
に
、
サ
フ
ラ
ン
と
私
と
の
間
に
も

接
触
点
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
物
語
の
モ
ラ
ル
は
只
そ
れ
だ
け
で
あ

る
。宇

宙
の
間
で
、
こ
れ
ま
で
サ
フ
ラ
ン
は
サ
フ
ラ
ン
の
生
存
を
し
て

ゐ
た
。
私
は
私
の
生
存
を
し
て
ゐ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
サ
フ
ラ
ン
は

サ
フ
ラ
ン
の
生
存
を
し
て
行
く
で
あ
ら
う
。
私
は
私
の
生
存
を
し
て

行
く
で
あ
ら
う
。

こ
こ
で
鷗
外＝

私
」
は
「
サ
フ
ラ
ン
の
生
存
」
が
「
私
の
生
存
」
に
と

っ
て
「
疎
遠
な
物
」
で
あ
る
と
い
う
他
者
性
を
尊
重
す
る
。
そ
の
前
提
に

立
っ
て
、「
サ
フ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
語
る
「
私
」
の
「
物
語
」
は
、
両
者

の
「
接
触
点
」
を
通
じ
て
「
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
」
を
語
っ
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
と
自
覚
さ
れ
る
。
何
か
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
時
、
語
り
手
は
対

象
の
他
者
性
を
尊
重
し
、
対
象
に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と
の
み
を
抑
制
的

に
語
る
こ
と
に
努
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
物
語
の
モ
ラ
ル
」。

そ
し
て
「
雁
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、
読
者
に
対
し
、
本
来
不
可
知
で
あ

る
他
者
の
心
内
を
恣
に
語
る
「
僕
」
の
語
り
を
批
評
す
る
方
途
を
示
し
て

い
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
は
同
時
期
の
鷗
外
が
思
考
し
て
い
た

「
物
語
の
モ
ラ
ル
」
の
せ
め
て
も
の
反
映
で
あ
っ
た
と
解
せ
る
。
動
機
を

記
述
す
る
こ
と
は
、
小
説
構
築
の
縦
糸
と
し
て
有
用
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
語
り
手
に
よ
る
偏
向
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
を
強
め

る
に
至
っ
て
、
鷗
外
は
自
ら
が
一
度
選
択
し
た
小
説
技
法
を
自
己
批
判
し

た
の
で
あ
ろ
う
。「
僕
」
と
い
う
語
り
手
は
、「
物
語
の
モ
ラ
ル
」
に
照
ら

し
て
批
判
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
物
語
の
モ
ラ
ル
」
は
、
そ
の
後
の
鷗
外
の
表
現
実
践
の
在
り

方
に
指
針
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鷗
外
は
明
治
四

〇
年
代
の
小
説
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
識
閾
下
を
対
象
化
し
つ
つ
心
理

の
因
果
的
変
移
を
記
述
す
る
心
理
描
写
を
多
用
し
た
が
、
大
正
期
に
入
る

と
そ
う
し
た
手
法
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
。
端
境
期
に
書
か
れ
た
「
雁
」

は
、
い
わ
ば
そ
の
離
反
の
論
理
を
内
包
し
て
い
た
と
言
え
る
。
語
る
こ
と

の
権
力
性
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
た
鷗
外
は
、
自
身
が
こ
れ
ま
で
企
図
し

て
き
た
心
的
因
果
性
を
用
い
た
小
説
の
構
築
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
と
な

っ
た
。
で
は
、
恣
意
的
な
語
り
を
忌
避
し
つ
つ
な
お
も
語
ろ
う
と
す
る

時
、
鷗
外
が
新
た
に
選
択
し
た
方
法
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
の
鍵
は
、
お
そ
ら
く
、「
サ
フ
ラ
ン
」
で
の
「
物

語
の
モ
ラ
ル
」
明
言
以
降
に
鷗
外
が
傾
倒
し
て
い
っ
た
史
伝
テ
ク
ス
ト
に

あ
る
。「
な
か
じ
き
り
」（『
斯
論
』
一
九
一
七
・
九
）
に
お
い
て
、
鷗
外

は
自
ら
の
史
伝
の
「
体
裁
」
を
「
荒
凉
な
る
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方

向
」
と
位
置
付
け
る
が
、
こ
の
「
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方
向
」
と
い
う
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家
系
図
に
依
拠
し
た
叙
述
の
成
形
こ
そ
が
、
鷗
外
に
と
っ
て
登
場
人
物
の

心
的
因
果
性
に
代
わ
る
方
法
論
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
系
譜
と
い
う

「
意
味
連
関
」
に
よ
っ
て
「
出
来
事
」
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
「
物
語
」

を
構
築
す
る
手
法
は
、
語
り
手
が
本
来
不
可
知
の
他
者
の
心
内
を
恣
意
的

に
語
る
心
的
因
果
性
に
よ
る
構
築
法
に
比
べ
、
他
者
と
の
「
接
触
点
」
を

通
じ
て
「
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
」
の
み
を
抑
制
的
に
語
っ
て
い
く
と
い
う

「
物
語
の
モ
ラ
ル
」
に
よ
り
近
接
す
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
鷗
外
は
自

身
が
史
伝
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
「
動
機
」
に
つ
い
て
、「
な
か
じ
き
り
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
叙
実
の
文
を
作
る
。
新
聞
紙
の
た
め
に
古
人
の
伝
記
を

草
す
る
の
も
人
の
請
ふ
が
ま
ゝ
に
碑
文
を
作
る
の
も
、
此
に
属
す

る
。
何
故
に
現
在
の
思
量
が
伝
記
を
し
て
ジ
エ
ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方

向
を
取
ら
し
め
て
ゐ
る
か
は
、
未
だ
全
く
自
ら
明
に
せ
ざ
る
所
で
、

上
に
云
つ
た
自
然
科
学
の
影
響
の
如
き
は
、
少
く
も
動
機
の
全
部
で

は
な
さ
さ
う
で
あ
る
。

「
上
に
云
つ
た
自
然
科
学
の
影
響
」
と
は
「
彼
ゾ
ラ
に
ル
ゴ
ン
、
マ
カ
ア

ル
の
血
統
を
追
尋
さ
せ
た
自
然
科
学
の
余
勢
」
で
あ
る
。
引
用
部
に
先
立

つ
箇
所
で
、
鷗
外
は
自
然
科
学
的
客
観
性
を
標
榜
し
た
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
影

響
を
一
旦
は
想
起
し
つ
つ
も
、
引
用
箇
所
で
は
「
動
機
」
を
そ
こ
に
還
元

す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
動
機
を
確
定
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
知
悉
し

た
鷗
外
ら
し
い
言
述
だ
が
、
本
稿
の
論
旨
に
則
せ
ば
、
鷗
外
が
「
全
く
自

ら
明
に
せ
ざ
る
所
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
或
い
は
そ
れ
が
韜
晦
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、「
物
語
の
モ
ラ
ル
」
へ
の
自
覚
が
史
伝
に
お
け
る
「
ジ
エ

ネ
ア
ロ
ジ
ツ
ク
の
方
向
」
を
齎
し
た
「
動
機
」
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
推

測
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
の
実
証
に
つ
い
て
は
本
稿
の
範

囲
を
越
え
る
ゆ
え
、
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

25
）

ろ
う
。

注１
）

清
田
文
武
『
鷗
外
文
芸
の
研
究

中
年
期
篇
』
有
精
堂
、
一
九
九
一
・
一
、

七
四
｜
八
一
頁
。

２
）

堀
松
武
一
『
日
本
教
育
史
研
究
｜
堀
松
武
一
著
作
選
集
｜
』
岩
崎
学
術
出
版

社
、
二
〇
〇
三
・
二
、
六
四
｜
八
〇
頁
。
な
お
堀
松
は
、
我
国
に
お
け
る
ヘ
ル

バ
ル
ト
教
育
学
の
受
容
の
大
部
分
は
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
の
原
著
で
は
な
く
リ
ン
ト

ナ
ー
な
ど
の
ヘ
ル
バ
ル
ト
学
者
の
著
作
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い

る
。

３
）

清
田
文
武
、
前
掲
書
、
一
八
六
｜
二
〇
三
頁
。

４
）

既
に
清
田
文
武
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
心
理
描

写
に
お
い
て
、
鷗
外
が
表
象
心
理
学
の
体
系
の
基
盤
で
あ
る
「
写
象
」（
心
的

表
象
）
の
語
を
多
用
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
こ
に
『
経
験
的
心
理
学
教

本
』
繙
読
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
二
一
〇
｜
二
一
七
頁
）。
本

稿
は
こ
の
指
摘
か
ら
も
示
唆
を
得
て
い
る
。

５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
須
田
喜
代
次
に
よ
る
「
鷗
外
は
、
一
つ
の
事
柄
・
事

件
が
起
こ
る
と
、
必
ず
そ
の
事
柄
の
叙
述
以
上
の
分
量
を
割
い
て
。
そ
れ
に
関

連
し
た
人
物
の
心
理
分
析
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
鷗
外
の
関
心
は
、
話
の

筋
を
追
う
こ
と
よ
り
も
、
各
人
物
の
心
理
分
析
に
あ
る
よ
う
な
の
で
あ
る
」

（『
鷗
外
の
文
学
世
界
』
新
典
社
、
一
九
九
〇
・
六
、
一
二
一
頁
。
初
出：

森

鷗
外
「
雁
」
試
論
」『
国
語
通
信
』
一
八
六
号
、
一
九
七
六
・
八
）
と
の
指
摘

が
示
唆
的
で
あ
っ
た
。

６
）

雁
」
の
語
り
に
つ
い
て
は
「
一
人
称
の
語
り
手
と
、
そ
れ
と
は
別
箇
の
全

知
の
語
り
手
が
と
も
に
存
在
す
る
」
と
見
做
す
千
田
洋
幸
「
転
位
す
る
語
り
｜

『
雁
』｜
」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
六
四
号
、
一
九
九
〇
・
一
〇
、
六
二
頁
）

を
初
め
と
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
視
点
の
変
化
に
対
す
る
解
釈
が
問
題
化
さ
れ

て
き
た
。
本
稿
で
は
、
大
石
直
記
「
森
鷗
外
『
雁
』
試
論
｜
語
り
手
《
僕
》
の

位
相
と
《
物
語
》
の
組
成
」（『
国
語
と
国
文
学
』
七
三
巻
二
号
、
一
九
九
六
・

二
）
に
よ
る
「
語
り
手
は
終
始
一
貫
し
て
《
僕
》
以
外
に
は
な
く
、
視
点
の
転

―49―



換
が
行
わ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
《
僕
》
が
語
る
、
否
、
正
確
に
は
書
き
つ
づ

る
《
雁
と
云
ふ
物
語
》
の
内
部
で
の
現
象
に
他
な
ら
な
い
」（
四
四
頁
）
と
の

立
場
を
選
択
し
、
一
人
称
回
想
体
を
基
本
構
造
と
見
做
す
。
本
稿
は
、
鷗
外
の

テ
ク
ス
ト
構
成
意
識
を
問
題
化
す
る
が
、
同
時
期
の
鷗
外
の
文
学
表
現
を
め
ぐ

る
思
考
を
鑑
み
て
も
、
鷗
外
は
「
雁
」
に
お
い
て
語
り
手
と
い
う
言
表
行
為
主

体
に
よ
る
物
語
行
為
の
性
質
そ
の
も
の
を
問
お
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

７
）

清
田
文
武
、
前
掲
書
、
七
四
｜
八
一
頁
。

８
）

こ
う
し
た
表
象
心
理
学
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
鷗
外
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に

精
読
し
た
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
『
西
洋
哲
学
史
』（G

esch
ich
te

 
d
er P

h
ilosoph

ie im
 
U
m
riß

.

改
訂
増
補
第
一
四
版
・
一
八
八
七
年
刊
）
第

四
二
章
「
ヘ
ル
バ
ル
ト
」
の
概
説
を
通
じ
て
、
既
に
概
略
を
了
解
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
清
田
文
武
、
前
掲
書
、
一
八
六
｜
一
八
八
頁
参
照
。
な
お
『
西

洋
哲
学
史
』
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ゼ
フ
・
フ
ェ
ル
ン
ケ
ー
ス
・
和
泉
雅
人
・
村

松
真
理
・
松
村
友
視
「
シ
ュ
ヴ
ェ
ー
グ
ラ
ー
『
西
洋
哲
学
史
』
へ
の
森
鷗
外
自

筆
書
き
込
み
｜
翻
刻
お
よ
び
翻
訳
」（『
藝
文
研
究
』
八
六
号
、
二
〇
〇
四
・

六
）
も
参
照
。

９
）

一
九
〇
〇
年
七
月
二
四
日
付
賀
古
鶴
所
宛
書
簡

10
）

清
田
文
武
は
、
書
込
み
内
容
の
検
討
か
ら
『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
へ
の
書

込
み
時
期
を
一
九
〇
〇
年
中
と
「
推
断
」
し
て
い
る
が
（
前
掲
書
、
七
七
頁
）、

「
普
通
教
育
の
軍
人
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
」
の
講
演
日
が
一
九
〇
〇
年
七
月
一

三
日
で
あ
る
た
め
、
こ
の
時
点
で
鷗
外
は
既
に
本
書
を
通
読
し
て
い
た
と
言
え

る
。

11
）
『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
へ
の
書
込
み
は
全
一
〇
九
章
中
第
八
三
章
「
願
望
」

に
み
ら
れ
る
も
の
が
最
後
だ
が
、「
普
通
教
育
の
軍
人
精
神
に
及
ぼ
す
影
響
」

中
で
巻
末
に
近
い
章
の
内
容
に
も
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
鷗
外
は

本
書
の
一
部
の
み
で
は
な
く
全
体
を
精
読
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

12
）

歴
史
的
に
も
、
識
閾
下
の
概
念
を
心
理
学
の
体
系
構
築
に
用
い
た
の
は
表
象

心
理
学
が
嚆
矢
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
中
島
義
明
ほ
か
編
『
心
理
学
辞
典
』
有
斐

閣
、
一
九
九
九
・
一
、
七
三
二
頁
、「
表
象
力
学
」
の
項
（
高
橋
澪
子
執
筆
）。

13
）
『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
七
頁
の
注
。
原
文
に
は
次
の
よ
う
に
鷗
外
に
よ
る

△
の
記
号
と
下
線
の
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
。

D
iese

V
erb

in
d
u
n
g
 
n
im
m
t a

u
ß
ero

rd
en
tlich

e
 
D
im
en
sio
n
en

 
a
n
,
w
eil w

eg
en d

es F
o
rtb
esteh

en
s d

er V
o
rstellu

n
g
en im

 
g
eb
u
n
-

d
en
en Z

u
sta
n
d
e d

ie jew
eilig

e V
erfa

ssu
n
g u

n
seres B

ew
u
sstsein

s
 

n
ich
t n

u
r
 
d
u
rch

 
d
ie
 
d
a
selb

st w
irk
lich

 
v
o
rh
a
n
d
en
en
,
so
n
d
ern

 
a
u
ch d

u
rch d

ie jem
a
ls d

o
rt v

o
rh
a
n
d
en g

ew
esen

en V
o
rstellu

n
g
en

 
m
it b

estim
m
t w

ird
,
so d

a
ss d

ie g
a
n
ze p

sy
ch
isch

e V
erg

a
n
g
en
h
eit

 
m
it in d

ie u
n
m
ittelb

a
re G

eg
en
w
a
rt h

in
ein
ra
g
t. 」

14
）

野
家
啓
一
『
物
語
の
哲
学
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
五
・
二
、
三
一
四

頁
。
な
お
引
用
文
中
「
物
語
り
」
と
は
物
語
行
為
の
意
で
あ
る
。

15
）

こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
既
に
清
田
文
武
が
小
倉
時
代
の
心
理
学
受
容
の
影

響
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
前
掲
書
、
一
九
八
｜
二
〇
〇
頁
）、
本
稿
で
は
、
特

に
心
理
の
因
果
的
構
成
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
点
を
め

ぐ
っ
て
は
、
表
象
心
理
学
へ
の
言
及
は
な
い
も
の
の
、
新
保
邦
寛
「
方
法
的

な
、
余
り
に
方
法
的
な
｜

鶏
」
か
ら
「
金
貨
」
へ
、
そ
し
て
「
金
毘
羅
」」

（『
稿
本
近
代
文
学
』
二
四
号
、
一
九
九
九
・
一
二
）
が
、
こ
の
一
節
を
含
む

「
金
貨
」
全
体
の
分
析
よ
り
得
た
、「
意
識
を
二
重
構
造
で
捉
え
、
閾
下
の
意

識
に
一
貫
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
話
を
拵
え
る
こ
と
、
プ
ロ
ッ
ト
を
導
入
す
る

こ
と
も
充
分
可
能
で
あ
る
」（
二
四
頁
）
と
の
結
論
に
本
稿
は
示
唆
を
受
け
て

い
る
。

16
）

拙
稿
「
構
成
的
外
部
へ
の
理
路
｜
森
鷗
外
と
識
閾
下
｜
」（『
国
語
と
国
文

学
』
九
一
巻
九
号
、
二
〇
一
四
・
九
）、
四
一
｜
四
四
頁
。

17
）

ま
た
、
岡
田
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
は
、
表
象
心
理
学
に
お
け
る
願
望
と
意

志
の
枠
組
み
が
援
用
さ
れ
た
と
明
瞭
に
判
る
部
分
も
あ
る
。
岡
田
は
「
虞
初
新

誌
」
中
の
「
大
鉄
椎
伝
」
を
「
全
文
を
暗
記
」
す
る
ほ
ど
好
ん
で
お
り
、「
そ

れ
で
余
程
前
か
ら
武
芸
が
し
て
見
た
い
と
云
ふ
願
望
を
持
つ
て
ゐ
た
が
、
つ
ひ

機
会
が
無
か
つ
た
の
で
、
何
に
も
手
を
出
さ
ず
に
ゐ
た
。
近
年
競
漕
を
し
始
め

て
か
ら
、
熱
心
に
な
り
、
仲
間
に
推
さ
れ
て
選
手
に
な
る
程
の
進
歩
を
し
た
の

は
、
岡
田
の
此
一
面
の
意
志
が
発
展
し
た
の
で
あ
つ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ

で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
願
望
」
と
「
意
志
」
の
概
念
が
、
表
象
心
理
学
の
そ
れ

と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
前
者
で
は
「
武
芸
が
し
て
見
た
い
」
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と
い
う
意
識
的
志
向
を
有
し
つ
つ
も
特
に
行
為
に
は
発
現
し
な
い
の
に
対
し
、

後
者
で
は
、「
競
漕
」
と
い
う
「
機
会
」
を
得
た
岡
田
が
、
予
て
か
ら
の
「
願

望
」
の
実
現
を
期
し
て
「
意
志
」
的
な
活
動
を
為
す
よ
う
に
な
っ
た
と
解
釈
で

き
る
。

18
）

な
お
、
お
玉
の
心
理
描
写
に
つ
い
て
は
以
下
の
点
に
も
表
象
心
理
学
の
援
用

が
指
摘
で
き
る
。『
経
験
的
心
理
学
教
本
』
第
八
一
章
「
激
烈
な
情
動
な
い
し

激
情
（D

ie G
em
u
th
sersch

u
tteru

n
g
en
 
o
d
er A

ffecte

）」
で
は
、
感
情

の
一
種
で
あ
る
「
激
情
」
に
つ
い
て
詳
説
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
激

情
」
と
は
、
唐
突
な
外
的
刺
激
に
よ
り
心
的
表
象
間
の
力
関
係
の
平
静
（
及
び

そ
れ
に
付
随
す
る
感
情
間
の
平
静
）
が
急
遽
か
つ
激
烈
に
撹
乱
さ
れ
、
平
常
よ

り
も
夥
し
い
諸
表
象
が
意
識
上
に
興
起
し
、
ま
た
排
除
さ
れ
、
そ
う
し
た
心
的

状
態
と
連
動
し
た
身
体
症
状
（
顔
面
蒼
白
、
動
悸
な
ど
）
が
現
出
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
激
情
」
の
枠
組
み
が
、
次
の
心
理
描
写

と
相
応
し
て
い
る
こ
と
は
一
読
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
肴
屋
の
上
さ
ん
」

か
ら
「
高
利
貸
の
妾
な
ん
ぞ
に
売
る
肴
は
な
い
の
だ
か
ら
」
と
の
暴
言
を
吐
か

れ
た
と
女
中
の
梅
が
話
す
の
を
聞
き
、「
お
玉
は
聞
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
顔
の

色
が
脣
ま
で
蒼
く
な
つ
た
。
そ
し
て
良やゝ
久
し
く
黙
つ
て
ゐ
た
。
世
馴
れ
ぬ
娘
の

胸
の
中
で
、
込
み
入
つ
た
種
々
の
感
情
がch

a
o
s

を
な
し
て
、
自
分
で
も
そ

の
織
り
交
ぜ
ら
れ
た
糸
を
ほ
ぐ
し
て
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
そ
の
感
情
の
入

り
乱
れ
た
儘
の
全
体
が
、
強
い
圧
を
売
ら
れ
た
無
垢
の
処
女
の
心
の
上
に
加
へ

て
、
体
ぢ
ゆ
う
の
血
を
心
の
臓
に
流
れ
込
ま
せ
、
顔
は
色
を
失
ひ
、
背
中
に
は

冷
た
い
汗
が
出
た
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
時
に
は
、
格
別
重
大
で
な
い
事
が
、
最

初
に
意
識
せ
ら
れ
る
も
の
と
見
え
て
、
お
玉
は
こ
ん
な
事
が
あ
つ
て
は
梅
が
も

う
此
内
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
と
云
ふ
だ
ら
う
か
と
先
づ
思
つ
た
」。

19
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
榊
敦
子
が
「『
雁
』
は
、
読
み
手
の
反
応
を
予

測
し
な
が
ら
書
き
す
す
む
書
き
手
の
も
く
ろ
み
の
所
産
で
あ
り
、
全
知
全
能
に

し
て
公
正
無
私
な
る
創
造
主
を

称
す
る
作
者＝

書
き
手＝

語
り
手
が
伝
え
る

真
実
の
再
現
で
は
な
い
こ
と
が
、
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
」

（『
行
為
と
し
て
の
小
説
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
・
六
、
五
七
頁
）
と
指
摘
し

て
い
る
。

20
）

竹
盛
天
雄
『
鷗
外

そ
の
紋
様
』
小
沢
書
店
、
一
九
八
四
・
七
、
六
二
五
｜

六
二
六
頁
。

21
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
酒
井
敏
「『
雁
』
論
｜

雁
と
云
ふ
物
語
」
と
作
品

『
雁
』」（
竹
盛
天
雄
編
『
森
鷗
外
必
携
』
学
灯
社
、
一
九
八
九
・
一
〇
、
五
〇

｜
五
一
頁
）
に
既
に
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

22
）

安
藤
宏
『
近
代
小
説
の
表
現
機
構
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・
三
、
二
八
四

頁
。
初
出：

森
鷗
外
『
雁
』
読
解
の
た
め
に
」（『
湘
南
文
学
』
一
二
号
、
一

九
九
九
・
一
）。

23
）

初
出
未
詳
。
初
刊
は
、
山
田
弘
倫
『
軍
医
と
し
て
の
鷗
外
先
生
』
医
海
時
報

社
、
一
九
三
四
・
三
。

24
）

鷗
外
が
識
閾
上
╱
識
閾
下
と
い
う
階
層
的
な
心
理
認
識
を
得
る
こ
と
で
、
意

識
的
自
己
に
統
合
し
き
れ
な
い
存
在
と
し
て
主
体
を
捉
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
前
掲
拙
稿
に
て
詳
論
し
た
。

25
）

史
伝
テ
ク
ス
ト
を
見
れ
ば
、
歴
史
叙
述
者
「
わ
た
く
し
」
が
「
物
語
の
モ
ラ

ル
」
を
守
る
か
の
よ
う
に
他
者
の
心
内
を
超
越
的
に
語
る
こ
と
に
禁
欲
的
で
あ

る
点
も
注
目
さ
れ
る
。

【
付
記
】

森
鷗
外
の
テ
ク
ス
ト
は
岩
波
書
店
版
『
鷗
外
全
集
』（
一
九
七
一
・
一
一

｜
一
九
七
五
・
六
）
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
、
一

部
を
除
き
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
平
成
26
年
度
慶
應
義
塾
大
学

大
学
院
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。
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