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日
沼
倫
太
郎
は
、
『
深
沢
七
郎
選
集
』
第
一
巻
（
昭
娚
・
３
大
和
耆
房
）
の

「
解
説
」
を
次
の
よ
う
な
体
験
か
ら
書
き
お
こ
し
て
い
る
。

去
る
日
「
宗
教
と
存
在
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
深
沢
七
郎
の
文
学
を
某

大
学
で
話
し
は
じ
め
た
と
こ
ろ
突
然
絶
句
し
て
し
ま
っ
た
。
自
分
の
し
ゃ

ゞ
へ
っ
て
い
る
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
空
疎
に
思
わ
れ
て
、
話
を
つ
づ
け
て
い

く
こ
と
が
苦
痛
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
三
分
間
ほ
ど
立
往
生
し
た
あ

げ
く
、
現
在
自
分
が
ど
う
い
う
状
態
に
い
る
か
を
告
白
し
急
場
を
き
り
ぬ

け
た
が
、
深
沢
文
学
を
公
衆
の
面
前
で
論
じ
よ
う
と
す
る
と
き
ま
っ
て
そ

う
い
う
状
態
に
お
ち
入
る
。

日
沼
は
、
深
沢
文
学
が
〈
い
く
ら
明
蜥
に
、
論
理
的
に
し
ゃ
ゞ
へ
っ
て
も
、

自
分
と
い
う
も
の
が
傷
つ
か
な
い
で
す
む
〉
よ
う
な
、
自
分
の
〈
精
神
に
無

関
係
〉
な
次
元
に
と
ど
ま
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
と
説
明
す
る
。
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「
楢
山
節
考
」
の
受
動
的
性
格
の
意
味
Ｉ

、
や

日
沼
に
と
っ
て
の
深
沢
文
学
は
、
日
沼
自
身
の
〈
精
神
を
疎
外
す
る
こ
と
を

ゆ
る
さ
〉
ず
、
〈
私
と
い
う
浮
薄
な
存
在
を
天
空
の
一
角
で
監
視
〉
す
る
〈
視

線
〉
を
感
じ
さ
せ
、
く
し
や
ゞ
へ
る
こ
と
よ
り
は
む
し
ろ
し
や
、
へ
ら
な
い
こ
と

の
方
〉
を
〈
要
請
〉
す
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
〈
し
ゃ
べ
る
こ

と
、
か
く
こ
と
に
よ
っ
て
〉
〈
未
熟
な
声
の
す
べ
て
が
き
か
れ
て
し
ま
〉
い
、

〈
語
れ
ば
語
る
ほ
ど
エ
ッ
セ
ン
ス
か
ら
は
な
れ
て
い
く
〉
よ
う
な
気
が
す
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

享
受
者
が
、
自
分
の
〈
精
神
〉
と
〈
無
関
係
〉
な
と
こ
ろ
で
享
受
で
き
ず
、

お
の
ず
と
自
ら
の
〈
精
神
〉
の
根
底
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
衝
嘩

力
を
、
・
た
し
か
に
深
沢
の
文
学
は
持
つ
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
シ
ョ

ッ
ク
を
〈
論
理
的
に
〉
説
明
で
き
ず
、
何
や
ら
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ

で
と
も
か
く
受
け
る
衝
撃
だ
け
は
す
さ
ま
じ
い
、
と
い
っ
た
ふ
う
の
状
況
が
、

今
日
な
お
、
深
沢
文
学
享
受
の
あ
り
て
い
の
と
こ
ろ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
自
ら
受
け
た
衝
撃
を
論
理
化
し
よ
う
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
論
理
化
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
近
代
文
学
の
概
念
の

平
田
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〈
未
熟
〉
さ
を
あ
ば
き
た
て
る
力
を
も
つ
、
深
沢
文
学
の
底
の
深
さ
に
原
因

の
ひ
と
つ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

い
ま
、
と
り
わ
け
て
私
の
念
頭
に
あ
る
の
は
「
楢
山
節
考
」
系
列
の
作
品

群
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
日
沼
の
体
験
と
そ
の
自
己
分
析
は
、
「
楢
山
節
考
」

を
考
え
る
た
め
の
起
点
な
の
だ
と
お
も
う
。
つ
ま
り
、
読
む
も
の
を
し
て
す

さ
ま
じ
い
衝
撃
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
「
楢
山
節
考
」
は
、
た
し
か
に
い

わ
ゆ
る
近
代
文
学
の
枠
内
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
深
み
を
も
っ
て
お
り
、
今

日
に
至
る
ま
で
、
恐
ら
く
は
最
も
評
論
に
恵
ま
れ
た
作
品
の
う
ち
の
ひ
と
つ

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
、
深
沢
文
学
と
対
応
し
き
れ
血
享
受

者
側
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
享
受
者
の
ほ
う
が
、
わ
け

の
わ
か
ら
ぬ
深
沢
文
学
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
、
多
く
の
評
論
が
な
さ
れ
る
な
か

で
実
質
の
と
も
な
わ
ぬ
名
声
、
地
位
の
み
を
深
沢
文
学
に
与
え
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
方
法
的
反
省
も
、

も
う
そ
ろ
そ
ろ
必
要
な
段
階
に
来
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
し
大
げ

さ
な
言
い
か
た
に
な
る
が
、
深
沢
文
学
の
わ
け
の
わ
か
ら
な
さ
を
論
理
的
に

位
置
づ
け
う
る
方
法
を
獲
得
し
よ
う
と
志
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
日
本
の

近
代
文
学
の
概
念
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。

日
沼
の
い
う
、
深
沢
文
学
に
つ
い
て
〈
し
や
、
へ
〉
っ
た
り
書
い
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
〈
未
熟
な
声
の
す
べ
て
が
き
か
れ
て
し
ま
〉
う
、
と
は
深
沢
文

学
が
日
本
文
学
の
〈
未
熟
〉
さ
を
告
発
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
深
沢
文
学
享
受
の
多
様
な
あ
り
か
た
を
少
し
み
て

お
き
た
い
が
、
す
で
に
多
岐
に
わ
た
る
膨
大
な
研
究
や
評
論
が
あ
り
、
い
ま
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ば
、
そ
の
骨
子
を
本
稿
の
テ
ー
マ
に
必
要
な
か
ぎ
り
触
れ
る
に
と
ど
め
る
。

周
知
の
と
お
り
、
「
楢
山
節
考
」
は
、
昭
和
三
十
一
年
、
深
沢
四
十
二
歳

の
時
に
、
第
一
回
中
央
公
論
新
人
賞
を
獲
得
し
た
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
が
読

者
の
好
悪
を
超
え
て
迫
る
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
作
品
と
と
も
に
『
中
央

公
論
』
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
新
人
賞
選
後
評
」
な
ど

に
生
だ
し
い
。
す
で
に
よ
く
触
れ
ら
れ
て
い
る
選
者
の
ひ
と
り
三
島
由
紀
夫

の
言
葉
を
あ
え
て
示
せ
ば
、
〈
僕
は
当
選
に
全
然
異
論
は
な
い
け
れ
ど
も
、

い
や
な
小
説
だ
ね
（
笑
声
）
。
好
感
が
持
て
な
い
〉
と
い
う
の
だ
。
〈
好
感
が

持
て
な
い
〉
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
当
選
に
全
然
異
論
は
な
い
〉
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
な
小
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
現
在
か
ら
す

れ
ば
、
少
々
そ
こ
つ
な
絶
賛
の
一
方
で
、
す
で
に
、
三
島
は
、
こ
う
い
う
わ

け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
「
楢
山
節
考
」
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

い
わ
ば
深
沢
文
学
の
も
つ
底
力
を
見
抜
い
て
い
た
。
そ
う
し
て
同
時
に
、
次

の
よ
う
に
も
言
っ
た
。

妙
な
、
現
世
に
い
た
た
ま
れ
な
い
く
ら
い
動
物
的
な
生
存
関
係
、
そ
う

い
う
も
の
に
訴
え
て
わ
れ
わ
れ
を
こ
わ
が
ら
す
の
で
あ
っ
て
、
ボ
ー
の
恐

怖
小
説
み
た
い
な
知
的
な
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
の
小
説

の
恐
怖
の
質
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
高
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
高
い

も
の
で
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
ん
な
に
深
く
、
妙
に
心
に
ね
ば
り
つ
い
て
入

っ
て
く
る
の
だ
。

つ
ま
り
、
自
覚
的
に
現
実
認
識
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
て
ゆ
く
近
代
文
学

の
条
件
を
そ
な
え
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
衝
撃
的
な
世
界
を
描
き
え
た
、
と
い

う
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
三
島
に
し
て
み
れ
ば
、
〈
た
だ
ぼ
く
は
ち
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ょ
つ
と
一
片
の
疑
惑
が
残
る
、
文
学
の
質
の
問
題
が
ど
う
し
て
も
残
る
〉
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
。

①

三
島
の
み
な
ら
ず
、
山
本
健
吉
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
人
々
が
、
近
代

文
学
の
条
件
た
る
〈
芸
術
的
虚
構
〉
の
〈
意
識
〉
的
な
く
成
就
〉
に
む
け
て

の
操
作
が
欠
如
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
一
方
、
近
代
文
学
の
現
実
認
識
や
表
現
手
法
の
枠
内
で
は
と
ら
え

き
れ
な
い
、
そ
う
い
う
し
、
ヘ
ル
を
超
え
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
「
楢
山
節
考
」

が
生
ま
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
三
島
の
〈
文
学
の
質
の
問
題
〉
と
し
て
の
〈
疑

惑
〉
や
山
本
の
指
摘
は
、
空
虚
で
あ
る
。

た
だ
、
多
く
の
評
論
に
恵
ま
れ
た
今
日
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
は
っ
き
り
し
て

い
る
こ
と
は
、
近
代
文
学
と
し
て
の
要
件
を
突
き
ぬ
け
た
と
こ
ろ
で
自
覚
的

に
産
み
出
さ
れ
た
作
品
の
よ
う
に
も
み
え
、
近
代
文
学
と
し
て
の
要
件
を
充

た
さ
ぬ
〈
質
〉
の
低
い
作
品
の
よ
う
に
も
み
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

う
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
な
の
だ
が
、
後
者
の
ば
あ
い
に
お
い
て

②

す
ら
、
奇
妙
な
衝
撃
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
〈
佳
作
〉
と
し
て
称
識
さ
れ

る
ば
あ
い
が
ほ
と
ん
ど
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
評
者
の
主
張
も
、
と
も
に
質
の
高
い
深
沢
諭

と
し
て
成
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
決

定
的
な
評
価
軸
の
違
い
を
も
っ
た
評
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
、
し
か
も
、

そ
れ
ぞ
れ
に
質
の
高
い
課
題
の
提
示
を
う
な
が
し
え
る
よ
う
な
拡
が
り
と
深

さ
と
を
、
深
沢
の
文
学
、
と
り
わ
け
て
「
楢
山
節
考
」
が
持
っ
て
い
た
こ
と

の
証
左
で
も
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
奥
行
き
の
ひ
ろ
が
り
（
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
の
享
受
に
応
え
、

4

＆

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
に
重
要
な
課
題
を
賦
与
し
う
る
と
い
う
）
の
ゆ
え
に
、
い

わ
ゆ
る
同
時
代
批
評
の
時
期
に
相
当
す
る
論
評
は
、
ほ
と
ん
ど
が
、
奇
妙
で

あ
る
と
か
不
思
議
で
あ
る
と
か
、
本
来
論
理
的
な
分
析
に
は
不
必
要
な
形
容

語
つ
き
で
始
ま
り
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、

そ
う
い
う
わ
け
の
わ
か
ら
な
さ
、
近
代
文
学
の
評
価
の
座
標
軸
で
は
つ
か
ま

え
き
れ
な
い
部
分
が
、
作
者
深
沢
七
郎
の
奇
行
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
資
質
還

元
論
的
な
享
受
が
昭
和
三
十
年
代
に
は
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
資
質
優
先
の
結
果
と
し
て
、
近
代
小
説
家
た
り
え
る
た
め
の

方
法
論
的
認
識
論
的
し
〒
ヘ
ル
に
お
け
る
自
覚
を
も
た
な
い
作
家
だ
と
い
う
論

評
も
、
い
わ
ば
出
る
尋
へ
く
し
て
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
う
い
う
、

い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
価
を
か
か
え
こ
み
な
が
ら
も
、
「
楢
山
節
考
」
が
高
く
評

価
さ
れ
た
の
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

『
楢
山
節
考
』
だ
っ
て
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
思
い
つ
き
と
言
え
な

い
こ
と
も
な
い
し
、
思
い
つ
き
自
体
が
悪
い
と
は
絶
対
に
言
え
な
い
が
、

作
胡
に
お
い
て
は
、
思
い
つ
き
は
芸
術
的
に
正
当
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
『
楢
山
節
考
』
に
お
い
て
は
、
思
い
つ
き
は
民
話
・
伝
説
的
な
枠

を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

作
者
自
身
の
内
発
的
な
動
機
の
深
さ
を
意
味
し
、
作
品
に
共
感
の
基
盤
を

与
え
、
意
味
の
軍
層
性
を
も
た
ら
す
。

①

（
山
本
健
吉
「
深
沢
七
郎
の
作
品
」
）

山
本
は
、
〈
芸
術
方
法
へ
の
意
識
〉
の
欠
落
を
、
〈
古
い
伝
説
〉
の
〈
枠
〉

と
〈
作
者
の
感
受
性
の
奥
深
〉
さ
に
よ
っ
て
力
ゞ
〈
－
し
え
た
作
品
が
「
楢
山

節
考
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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一
方
、
昭
和
四
十
年
代
に
入
る
と
、
新
し
い
享
受
の
方
向
が
示
さ
れ
た
。

深
沢
文
学
の
傭
倣
図
の
提
示
と
共
に
〈
意
識
〉
的
な
所
産
と
し
て
深
沢
作

品
を
と
ら
え
る
視
点
を
示
し
た
高
橋
和
巳
の
「
無
常
の
視
線
」
（
『
深
沢
七
郎

集
』
ｌ
河
出
耆
房
新
社
版
『
現
代
の
文
学
皿
』
昭
鋤
・
３
）
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

す
ぐ
れ
た
深
沢
作
品
の
傭
臓
図
と
し
て
引
用
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
部
分
だ
が
、

い
ま
改
め
て
ひ
き
う
つ
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
深
沢
七
郎
の
諸
作
品
を
、
そ
の
素
材
面
か
ら

便
宜
的
に
わ
け
る
と
、
ほ
ぼ
三
つ
の
群
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ

は
、
『
楢
山
節
考
』
や
『
笛
吹
川
』
な
ど
、
・
底
辺
層
の
農
民
生
活
を
〈
語

り
も
の
〉
的
筆
致
で
描
い
て
日
本
的
心
情
の
深
淵
を
読
者
に
の
ぞ
か
し
め

る
作
品
。
社
会
構
造
と
人
間
の
行
動
様
式
と
の
関
係
が
、
歌
舞
伎
役
者
の

演
技
の
よ
う
な
象
徴
的
〈
型
〉
に
よ
っ
て
浮
彫
り
に
さ
れ
る
。
第
二
は
、

き
ら
び
や
か
な
都
市
生
活
の
舞
台
裏
を
さ
す
ら
う
現
代
の
ジ
プ
シ
ー
の
生

活
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ
に
作
者
の
非
高
等
遊
民
と
し
て
の
人
生
認
識
を

ひ
そ
ま
せ
た
作
品
、
『
千
秋
楽
』
や
『
東
京
の
プ
リ
ン
ス
た
ち
』
が
そ
れ

で
あ
る
。
第
三
は
彼
自
身
の
経
歴
の
私
小
説
的
回
顧
や
嶋
中
事
件
以
後
の

経
験
に
も
と
づ
く
、
こ
と
さ
ら
に
す
っ
と
ぼ
け
た
反
抗
と
流
浪
の
文
学
、

お
よ
び
一
連
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

第
一
の
〈
象
徴
的
《
型
》
〉
、
館
二
の
〈
人
生
認
識
〉
、
第
三
の
〈
こ
と
さ

ら
に
す
っ
と
ぼ
け
た
〉
、
と
い
っ
た
言
い
ま
わ
し
に
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、

知
的
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
構
築
す
る
こ
と
に
お
い
て
す
ぐ
れ
て
い
た
高
橋
ら

し
く
、
彼
は
、
深
沢
作
品
の
こ
と
ご
と
く
を
自
覚
的
な
表
現
者
の
所
産
だ
と

み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
よ
っ
て
、
素
材
や
文
体
の
あ
く
の
強
さ
に
気

深
沢
七
郎
論
序
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圧
さ
れ
て
資
質
還
元
論
的
傾
向
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
そ
れ
ま
で
の
享
受
の
弱

点
が
克
服
さ
れ
、
作
品
そ
の
も
の
の
側
か
ら
深
沢
文
学
の
本
質
に
迫
る
作
品

論
た
り
う
る
理
論
的
水
準
が
、
設
定
さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。

深
沢
七
郎
の
（
中
略
）
特
質
の
う
ち
、
秀
れ
て
小
説
美
学
的
な
特
質
と
し

て
最
初
に
指
摘
す
雲
へ
き
も
の
は
、
お
そ
ら
く
意
識
的
に
採
用
さ
れ
た
く
自

然
の
視
線
〉
と
で
も
い
う
雫
へ
き
手
法
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
（
中
略
）
要
す
る

に
、
人
間
の
生
活
や
闘
争
、
喜
怒
哀
楽
や
生
死
を
、
具
体
的
な
も
の
の
抽

象
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
な
ん
ら
か
の
観
念
ｌ
そ
の
最
高
抽
象
概
念
が
神

だ
が
ｌ
そ
う
し
た
観
念
の
高
み
か
ら
価
値
判
断
的
に
傭
鰍
す
る
の
で
は

な
く
、
逆
に
、
大
き
な
魚
は
自
然
の
理
法
に
よ
っ
て
小
さ
な
魚
を
食
う
と

い
っ
た
ふ
う
な
、
自
然
の
物
象
が
あ
る
よ
う
に
あ
り
、
な
る
よ
う
に
し
か

な
ら
な
い
と
い
う
視
座
か
ら
、
人
間
を
見
上
げ
る
見
方
を
意
味
す
る
。

（
「
無
常
の
視
線
」
）

高
橋
和
巳
の
右
の
分
析
と
、
日
沼
倫
太
郎
の
次
の
言
葉
と
は
相
似
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
、
深
沢
氏
は
、
世
界
の
中
心
は
自
己
で
は
な
く
、
世
界
そ
の

も
の
な
の
だ
か
ら
、
小
説
に
お
い
て
も
ま
た
リ
ア
リ
テ
ィ
は
世
界
の
側
が

付
与
す
べ
き
だ
、
と
信
じ
て
い
る
よ
う
に
ぼ
く
に
は
思
え
る
。

③

（
「
存
在
透
視
力
」
）

す
で
に
語
り
つ
く
さ
れ
た
か
に
み
え
る
、
深
沢
文
学
に
お
け
る
作
者
の
認

識
方
法
の
受
動
的
性
格
に
つ
い
て
の
分
析
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
着
目
し

四
五
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た
い
の
は
、
高
橋
と
違
っ
て
日
沼
の
ぱ
あ
い
は
、
次
の
よ
う
な
立
場
か
ら
深

沢
文
学
を
見
、
し
か
も
な
お
、
至
り
つ
く
結
論
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
ぼ
く
の
深
沢
論
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
読
者
に
お
わ
び
し
た
い
こ

と
は
、
ぼ
く
が
し
ば
し
ば
深
沢
氏
を
、
自
覚
的
な
作
家
、
明
知
の
人
と
し

て
扱
っ
て
来
た
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、
そ
う
い
う
仮
説
で
も
た
て
な
け
れ
ば
、

深
沢
氏
の
無
意
識
界
の
構
造
が
説
明
で
き
な
か
っ
た
か
ら
し
た
ま
で
の
こ

と
な
の
で
、
じ
つ
を
い
う
と
、
深
沢
七
郎
と
い
う
作
家
は
、
不
条
理
を
認

識
す
る
人
と
い
う
よ
り
、
不
条
理
を
感
得
す
る
人
な
の
だ
。
ぼ
く
が
、
い

ま
ま
で
の
べ
て
来
た
よ
う
な
こ
と
を
、
自
ら
は
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な

く
、
自
然
に
身
に
そ
な
え
て
い
る
作
家
な
の
だ
。

自
覚
的
な
認
識
者
の
意
識
的
な
所
産
で
あ
る
と
見
る
高
橋
と
、
こ
れ
と
は

全
く
相
反
す
る
日
沼
と
の
違
い
は
、
ふ
つ
う
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結

論
も
応
分
に
相
違
し
た
も
の
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
私

の
予
見
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、
右
の
二
氏
に
よ
っ
て

例
示
し
た
よ
う
に
、
立
論
の
立
脚
点
を
決
定
的
に
違
え
て
い
な
が
ら
、
辿
り

つ
く
ゴ
ー
ル
ポ
ス
ト
は
不
思
議
に
ひ
と
つ
な
の
て
あ
る
。

こ
れ
は
、
く
り
か
え
す
が
、
多
角
的
な
視
野
か
ら
の
要
請
に
対
応
し
う
る

作
品
の
世
界
の
深
さ
を
意
味
し
て
い
る
。
け
っ
し
て
、
享
受
の
窓
意
性
を
ゆ

る
す
作
者
の
表
現
者
と
し
て
の
態
度
の
甘
さ
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

読
者
が
ど
う
い
う
立
場
で
読
も
う
と
、
そ
こ
か
ら
得
る
作
品
世
界
の
像
が
ひ

と
つ
に
重
な
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
近
代
文
学
の
概
念
で
は
と
ら
え
き
れ
な

い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
き
、
私
は
、
し
ば
し
ば
、
萩
原
朔
太

4
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郎
の
詩
壇
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
と
重
ね
て
考
え
て
し
ま
う
。
周
知
の
通
り
、
萩
原

も
ま
た
、
『
月
に
吠
え
る
』
と
い
う
処
女
詩
集
で
、
詩
壇
の
枠
を
超
え
て
す

さ
ま
じ
い
衝
撃
を
人
均
に
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
朔
太
郎
と
深
沢
の

違
い
は
、
従
前
の
理
解
の
枠
を
超
え
た
世
界
を
表
象
し
な
が
ら
、
朔
太
郎
の

ぱ
あ
い
、
読
者
の
立
場
に
よ
っ
て
ど
う
に
で
も
読
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
享

受
の
恐
意
性
を
ゆ
る
す
、
い
わ
ば
自
己
認
識
の
甘
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
多
様
な
享
受
に
対
応
し
様
々
の
課
題
を
投
げ
か
け
る
『
月
に
吠
え

る
』
の
す
さ
ま
じ
さ
は
、
自
己
認
識
の
甘
さ
と
こ
れ
に
と
も
な
う
対
他
的
な

視
野
の
欠
落
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
近
代
知
識
人
の
内
面
を
鋭
く
副
出
し
え

る
と
い
う
、
い
わ
ば
日
本
近
代
文
学
の
も
つ
評
価
軸
の
外
に
成
り
立
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
も
ま
た
奇
妙
な
詩
人
あ
つ
か
い
を
長
い
間
う

け
て
き
た
の
だ
が
、
深
沢
の
「
楢
山
節
考
」
の
奇
妙
さ
は
、
こ
れ
と
決
定
的

に
こ
と
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
。
む
ろ
ん
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
な
り
の
こ
と

な
ど
を
言
い
た
い
の
で
も
な
い
し
、
言
語
意
識
の
こ
と
な
り
の
こ
と
な
ど
を

言
い
た
い
の
で
も
な
い
。
朔
太
郎
の
詩
を
通
読
す
れ
ば
明
瞭
な
よ
う
に
、
そ

こ
に
は
、
《
私
》
が
充
満
し
て
い
る
。
詩
語
と
し
て
、
一
人
称
が
他
の
詩
人

に
く
ら
・
へ
て
も
多
い
詩
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
ぱ
あ
い
、
そ
の
あ
り
よ

う
は
別
に
し
て
も
、
た
え
ず
自
己
の
側
か
ら
世
界
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
と
い

う
認
識
の
構
図
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
深
沢
の
ば
あ
い
は
、
す
で
に
、
さ

ま
ざ
ま
の
言
い
か
た
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
徹
底
的
に
受
動
的
に
世

界
と
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
だ
。

近
現
代
文
学
の
主
流
が
、
朔
太
郎
の
文
学
の
延
長
な
い
し
展
開
の
線
上
に

あ
る
ゆ
え
に
、
朔
太
郎
の
文
学
に
対
す
る
〃
奇
妙
″
〃
不
思
議
″
と
い
っ
た

今



形
容
語
は
、
も
は
や
不
必
要
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
深
沢
の
「
楢
山
節
考
」

の
奇
妙
さ
は
、
朔
太
郎
の
文
学
の
奇
妙
さ
を
理
解
す
る
価
値
軸
を
超
え
て
い

る
の
だ
。

「
楢
山
節
考
」
は
、
〈
七
十
に
な
れ
ば
楢
山
ま
い
り
に
行
く
〉
と
い
う
赤

貧
ゆ
え
の
農
村
の
徒
を
誰
も
が
信
じ
て
疑
わ
な
い
人
間
集
団
の
物
語
で
あ
る
。

す
尋
へ
て
の
価
値
観
や
道
徳
律
が
節
食
を
基
軸
に
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
四
季
の

め
ぐ
り
と
同
じ
よ
う
に
受
け
い
れ
て
生
き
る
底
辺
股
民
を
描
く
深
沢
の
筆
致

に
、
し
か
し
悲
愁
や
憤
り
は
み
じ
ん
も
な
い
。

主
人
公
〈
お
り
ん
〉
に
は
〈
辰
平
〉
と
い
う
や
も
め
の
息
子
が
い
る
。
彼

の
も
と
に
後
妻
に
来
る
の
が
〈
玉
や
ん
〉
な
の
だ
が
、
彼
女
は
〈
向
う
村
〉

か
ら
〈
亭
主
が
死
ん
で
三
日
し
か
た
た
ぬ
の
に
〉
〈
後
家
の
後
始
末
〉
を
急

ぐ
周
囲
の
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
〈
年
恰
好
〉
が
〈
辰
平
〉
と
合
う
と
い
う

理
由
だ
け
で
再
婚
話
を
も
ち
だ
さ
れ
、
祭
の
日
に
信
玄
袋
ひ
と
つ
を
持
っ
て

〈
お
り
ん
〉
の
家
に
来
る
。
前
夫
の
四
十
九
日
の
済
む
の
を
待
っ
て
嫁
す
は

ず
だ
っ
た
の
が
、
〈
ま
だ
一
と
月
し
か
た
た
ん
〉
う
ち
に
来
た
の
だ
。
そ
の

彼
女
の
挨
拶
が
〈
う
ち
の
方
も
お
祭
り
だ
け
ん
ど
、
こ
っ
ち
へ
き
て
お
祭
り

を
す
る
よ
う
に
っ
て
、
み
ん
な
が
言
う
も
ん
だ
け
ん
、
今
日
き
や
し
た
〉
な

の
だ
。
〈
お
り
ん
〉
が
並
。
へ
た
く
祭
り
の
御
馳
走
〉
を
前
に
し
て
の
言
葉
が

ま
た
、
〈
う
ち
の
方
の
ご
っ
そ
う
を
食
う
よ
り
、
こ
っ
ち
へ
来
て
食
っ
た
方

が
い
い
と
み
ん
な
が
言
う
も
ん
だ
か
ら
、
今
朝
め
し
前
に
来
た
で
よ
〉
で
あ

る
。
〈
玉
や
ん
〉
の
前
夫
に
た
い
す
る
情
愛
や
再
婚
に
つ
い
て
の
思
い
な
ど

は
い
っ
さ
い
描
か
れ
ず
、
た
だ
〈
め
し
〉
を
〈
食
う
〉
場
所
が
変
わ
る
と
い

う
位
の
と
こ
ろ
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
〈
四
十
九
日
〉
の
済
む
ま
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で
と
い
う
人
間
と
し
て
の
戒
律
す
ら
〈
め
し
〉
を
〈
食
う
〉
こ
と
の
下
位
に

お
か
れ
ざ
る
を
え
な
い
悲
惨
さ
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
が
、
深
沢
の
語
り
口
に

そ
の
気
配
は
み
じ
ん
も
な
い
。
そ
う
し
て
〈
玉
や
ん
〉
と
〈
辰
平
〉
は
、
節

食
の
モ
ラ
ル
の
な
か
で
、
確
実
に
そ
れ
な
り
の
夫
婦
に
な
っ
て
ゆ
く
。

人
が
、
そ
こ
に
そ
う
し
て
あ
る
以
上
の
も
の
で
も
以
下
の
も
の
で
も
な
く
、

ま
さ
し
く
そ
こ
に
そ
う
し
て
あ
る
こ
と
の
み
が
真
実
で
あ
る
、
と
い
っ
た
即

物
的
な
実
在
。
こ
う
い
う
生
き
ざ
ま
は
、
お
そ
ら
く
、
野
生
動
物
が
自
然
の

徒
を
自
ら
の
観
念
に
よ
っ
て
論
理
化
し
た
り
意
義
づ
け
た
り
せ
ず
に
、
淀
そ

の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
育
ち
死
ん
で
ゆ
く
の
に
似
て
い
る
。
自
ら
の
持
ち
え

た
世
界
観
の
側
か
ら
世
界
と
か
か
わ
る
こ
と
に
心
血
を
注
い
で
き
た
近
現
代

文
学
の
作
家
た
ち
に
欠
如
し
て
い
た
の
は
、
こ
う
い
う
実
在
の
表
象
で
は
な

か
っ
た
か
。
た
と
え
ば
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
、
自
ら
の
観
念
の
側
か
ら
世
界

と
対
時
し
た
ゆ
え
に
世
界
は
虚
妄
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
世
界
と
互
角
に
切

り
結
び
え
る
ほ
ど
の
即
物
的
実
在
感
を
自
己
の
観
念
に
対
し
て
持
て
な
か
っ

た
ゆ
え
に
自
己
存
在
も
ま
た
虚
妄
で
あ
っ
た
。
自
己
存
在
の
ふ
た
し
か
さ
や

自
己
を
と
り
ま
く
現
実
の
虚
妄
を
嘆
き
怒
る
朔
太
郎
が
求
め
、
そ
う
し
て
つ

い
に
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
は
、
永
遠
の
実
在
で
あ
っ
た
が
、
ほ
か
で
も
な

い
、
そ
の
永
遠
の
実
在
は
、
「
楢
山
節
考
」
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
形
を
あ
た

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
四
季
の
め
ぐ
り
や
弱
肉
強
食
の
徒
が
実
在
で

あ
り
人
間
も
ま
た
そ
う
い
う
実
在
の
一
部
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
た
観
念

的
な
朔
太
郎
流
の
永
遠
の
実
在
な
ど
は
じ
め
か
ら
問
題
に
し
な
い
、
と
い
う

と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
は
成
立
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
の
認
識
法
は
、
自
ら
の
観
念

四
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の
刃
を
と
ぎ
す
ま
し
て
現
実
に
振
り
お
ろ
す
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
現

実
と
の
角
逐
を
放
棄
し
て
は
い
つ
く
ば
る
と
い
っ
た
も
の
↑
で
も
な
い
。
そ
れ

ぞ
れ
が
現
実
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
草
木
と
同
じ
し
、
、
ヘ
ル
で
そ
こ
に
佇

立
し
風
が
吹
け
ば
風
に
合
わ
せ
て
ゆ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
我
友
に

と
っ
て
、
登
場
人
物
た
ち
が
、
一
見
、
受
動
的
な
よ
う
に
み
え
て
、
か
え
っ

て
そ
こ
に
そ
う
し
て
い
る
だ
け
で
ぶ
き
み
な
存
在
で
あ
る
の
は
、
じ
っ
は
、

積
極
的
と
か
受
動
的
と
か
称
す
ゞ
へ
き
観
念
的
な
存
在
の
あ
り
よ
う
を
超
え
て

し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
こ
う
い
う
登
場
人
物
た
ち
の
し
た
た
か
さ
は
、

お
そ
ら
く
、
青
春
の
時
期
を
病
弱
と
流
浪
の
う
ち
に
過
ご
し
、
大
衆
芸
能
に

か
か
わ
る
人
々
と
の
根
太
い
生
き
ざ
ま
と
暮
ら
す
な
か
で
育
ま
れ
た
深
沢
の

し
た
た
か
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、

い
ま
ひ
と
つ
〈
お
り
ん
〉
の
周
辺
の
人
物
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
こ
と
が
あ

づ
（
》
Ｏ

〈
お
り
ん
〉
に
悪
た
れ
口
を
き
い
て
い
た
く
け
さ
吉
〉
と
い
う
孫
の
と
こ

ろ
に
、
〈
松
や
ん
〉
と
い
う
嫁
が
来
た
。
彼
女
は
か
ま
ど
の
火
も
満
足
に
た

け
ず
子
守
り
も
十
分
に
で
き
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
〈
昼
め
し
の
と
き
〉
に

〈
お
り
ん
達
の
膳
の
前
に
坐
り
込
ん
で
め
し
を
食
。
へ
〉
〈
夜
に
な
る
と
〉
〈
け

さ
吉
の
ふ
と
ん
の
中
に
も
ぐ
り
込
ん
〉
だ
の
だ
。
そ
れ
を
〈
お
り
ん
も
辰
平

夫
婦
も
別
に
嫌
な
気
も
〉
持
た
ず
迎
え
入
れ
る
の
だ
が
、
こ
う
い
う
結
婚
の

成
立
の
し
か
た
の
な
か
に
、
観
念
的
な
価
値
観
の
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
。

〈
め
し
を
食
尋
へ
〉
〈
ふ
と
ん
の
中
に
も
ぐ
り
込
〉
む
こ
と
が
価
値
の
一
切
で

あ
り
、
〈
お
り
ん
も
辰
平
夫
婦
も
〉
そ
う
い
う
価
値
軸
と
等
位
の
位
置
に
い

る
ゆ
え
に
、
〈
嫌
な
気
〉
な
ど
持
た
な
い
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
〈
お
り
ん

4

星

は
け
さ
声
が
こ
れ
程
に
大
人
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く

て
た
ま
ら
な
か
っ
た
〉
と
さ
え
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
我

々
の
求
め
て
き
た
近
代
的
自
我
な
る
も
の
の
側
を
先
立
て
て
考
え
れ
ば
事
に

対
し
て
受
動
的
で
無
知
な
老
人
の
お
人
好
し
く
ら
い
の
価
値
判
断
し
か
で
き

ま
い
け
れ
ど
、
我
禽
の
側
の
認
識
（
意
識
的
世
界
）
の
上
位
に
〈
め
し
を
食

。
へ
〉
る
と
い
う
事
実
を
榧
く
認
識
法
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
〈
松
や
ん
が
来
て
か
ら
け
さ
吉
は
お
と
な
し
く
な
っ
て
、
お
り
ん

に
悪
た
れ
口
を
言
わ
な
く
な
〉
る
。

「
お
ば
あ
や
ん
は
、
い
つ
山
へ
行
く
で
え
？
」
／
と
め
し
時
に
は
よ
く

言
っ
た
。
／
「
来
年
に
な
っ
た
ら
す
ぐ
行
く
さ
」
／
何
度
も
同
じ
こ
と
を

き
か
れ
る
と
お
り
ん
は
苦
笑
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
／
け
さ
吉
は
早

口
で
、
／
「
早
い
方
が
い
い
よ
、
早
い
方
が
」
／
そ
の
た
び
に
玉
や
ん
が
、

／
「
お
そ
い
方
が
い
い
よ
、
お
そ
い
方
が
」
／
と
け
さ
吉
と
同
じ
よ
う
な

言
い
方
を
し
て
笑
い
こ
ろ
げ
た
。
玉
や
ん
の
言
い
方
が
、
け
さ
吉
の
言
う

す
ぐ
あ
と
を
同
じ
よ
う
な
早
口
で
言
う
の
で
、
お
り
ん
も
一
緒
に
な
っ
て

笑
っ
た
。

自
分
の
子
供
を
嫁
の
腹
に
宿
し
た
く
け
さ
吉
〉
は
、
祖
母
を
一
日
も
早
く

楢
山
に
棄
て
よ
う
と
す
る
の
だ
。
悲
惨
き
わ
ま
り
な
い
が
、
し
か
し
、
か
ん

じ
ん
の
登
場
人
物
た
ち
に
、
そ
の
暗
さ
は
な
い
。
か
え
っ
て
明
る
い
。
こ
の

明
る
さ
、
登
場
人
物
た
ち
の
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
〈
笑
い
〉
は
、
私
た
ち

に
、
叩
か
れ
て
も
叩
か
れ
て
も
な
お
う
ご
め
く
下
等
動
物
の
よ
う
に
無
気
味

で
あ
る
。
こ
の
無
気
味
さ
は
、
何
に
よ
る
の
か
。
む
ろ
ん
、
深
沢
の
語
り
口

に
そ
れ
を
悟
ら
せ
る
よ
う
な
部
分
は
一
か
所
も
な
い
。
極
貧
の
農
村
の
も
つ

四
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悲
惨
な
社
会
習
慣
の
背
後
に
、
棄
老
を
強
い
る
支
配
者
の
悪
が
あ
り
、
強
い

ら
れ
た
悲
惨
さ
の
な
か
に
も
そ
れ
ぞ
れ
が
負
う
、
へ
き
自
責
の
念
の
あ
る
こ
と

な
ど
、
登
場
人
物
の
誰
も
が
知
る
由
も
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
に
そ
こ
に
そ

う
し
て
あ
る
だ
け
の
人
物
を
そ
の
ま
ま
描
い
て
、
深
沢
は
、
そ
れ
以
上
の
社

会
批
判
的
な
構
図
を
と
ろ
う
と
し
な
い
。

〈
け
さ
吉
〉
も
ま
た
、
老
い
れ
ば
〈
松
や
ん
〉
の
腹
の
我
が
子
に
、
彼
が

〈
お
り
ん
〉
に
向
け
て
放
っ
た
の
と
同
じ
言
葉
を
浴
び
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
〈
お
り
ん
〉
と
て
、
自
分
の
母
や
父
や
を
、
そ
の
よ
う
に
し
て

楢
山
に
棄
て
た
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
に
は
、
加
害
者
も
被
害

者
も
な
い
わ
け
で
、
あ
る
の
は
、
加
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
被
害
者
で
あ
り
、

被
害
者
で
あ
る
と
同
時
に
加
害
者
で
も
あ
る
よ
り
ほ
か
な
い
、
い
わ
ば
本
源

的
な
生
命
力
そ
の
も
の
で
あ
る
。
他
者
も
自
己
も
支
配
者
も
被
支
配
者
も
、

そ
う
い
う
区
別
の
一
切
な
い
と
こ
ろ
で
、
い
ま
そ
こ
に
そ
う
し
て
あ
る
と
い

う
存
在
そ
の
も
の
を
丸
が
か
え
に
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
本
質
的
な
〃
生
″

で
あ
る
と
深
沢
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
登
場
人
物
た
ち
の

生
き
ざ
ま
は
、
ま
さ
し
く
、
弱
肉
強
食
の
淀
を
受
動
的
に
甘
受
す
る
だ
け
で

あ
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
そ
の
じ
っ
、
現
実
と
の
か
か
わ
り
か
た
が
積
極

的
で
あ
る
と
か
受
動
的
で
あ
る
と
か
論
じ
え
る
領
域
を
超
え
て
し
主
っ
て
い

る
の
だ
。

そ
う
し
て
、
こ
う
い
う
根
源
的
な
存
在
の
形
象
が
、
と
も
す
れ
ば
、
近
代

的
自
我
の
確
立
、
と
い
っ
た
命
題
に
沿
っ
て
、
そ
の
実
現
の
度
合
い
と
現
実

参
加
の
積
極
性
と
を
価
値
の
座
標
軸
と
し
て
き
た
我
々
の
価
値
観
を
つ
き
く

ず
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

深
沢
七
郎
論
序

＝＝

｡

由

従
来
の
こ
の
価
値
観
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
「
楢
山
節
考
」
を
〈
現
実

へ
の
参
加
〉
と
い
う
点
で
〈
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
〉
が
な
い
（
「
存
在
透
視
力
」
）

と
評
価
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
価
値
軸
そ
の
も
の
を
つ
き

く
ず
そ
う
と
す
る
力
を
こ
の
作
品
は
持
っ
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、

マ
イ
ナ
ス
評
価
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
作
品
な
の
に
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と

こ
ろ
で
無
気
味
さ
が
の
こ
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
不
満
を
言
う
と
す
れ
ば
、
お
り
ん
の
中

に
、
新
し
い
行
動
へ
の
可
能
性
が
い
さ
さ
か
も
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
い
は
お
り
ん
が
、
あ
ま
り
に
性
善
で
あ
っ
て
、
い
さ
さ
か
も

善
悪
の
対
立
相
剋
を
、
含
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ー
シ

キ
ン
や
ロ
ル
カ
な
ど
の
作
品
の
持
っ
て
い
る
行
動
的
意
味
を
全
く
含
ま
ず
、

深
沢
氏
の
世
界
が
た
だ
ひ
た
す
ら
に
、
諦
観
と
絶
望
と
の
限
界
内
に
止
ま

①

っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

山
本
健
吉
は
、
こ
う
い
う
マ
イ
ナ
ス
評
価
と
、
拭
い
き
れ
ぬ
〈
『
楢
山
節

考
』
は
不
思
議
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
作
品
〉
だ
と
い
う
思
い
と
の
自
己
内

部
の
矛
盾
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。
す
な
わ
ち
、
〈
わ
れ
わ
れ
の
奥
深

く
棲
ま
っ
て
い
る
〉
〈
心
情
〉
を
〈
民
話
・
伝
説
的
な
枠
〉
の
な
か
で
〈
お

り
ん
〉
を
〈
典
型
〉
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
し
え
た
、
と
い
う
こ
と
。

た
し
か
に
、
〈
民
話
・
伝
説
的
な
枠
〉
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の

胸
ふ
か
く
突
き
さ
さ
る
普
遍
性
を
「
楢
山
節
考
」
は
持
つ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

と
、
作
品
の
世
界
が
〈
行
動
的
意
味
を
全
く
含
〉
み
え
な
い
〈
限
界
〉
を
持

つ
こ
と
と
は
一
緒
に
な
ら
な
い
。
前
者
は
方
法
論
的
に
近
代
文
学
の
盲
点
を

つ
い
た
と
い
う
評
価
で
あ
っ
て
、
後
者
の
内
容
論
的
な
観
点
か
ら
の
マ
イ
ナ

四
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ス
評
価
を
お
ぎ
な
う
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
一
」
で
、
改
め
て
〈
お
り
ん
〉
に
着
目
し
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
、
徹
底

的
に
受
動
的
で
自
ら
の
価
値
観
を
も
っ
て
構
造
的
な
社
会
悪
を
見
抜
く
眼
な

ど
全
く
持
た
ぬ
老
婆
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
徹
底
し
た
受
動
性
は
、
た

と
え
ば
マ
イ
ナ
ス
の
カ
ー
ド
を
集
め
て
一
定
の
臨
界
点
に
達
す
れ
ば
一
瞬
の

う
ち
に
プ
ラ
ス
に
転
化
す
る
ト
ラ
ソ
プ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
、
底
知
れ
ぬ
プ
ラ

ス
へ
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
。
彼
女
は
徹
底
的
に
受
動
的
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
み
ご
と
に
積
極
的
な
存
在
な
の
だ
。

彼
女
は
、
棄
老
の
徒
を
み
ご
と
に
受
け
い
れ
る
た
め
に
何
年
も
ま
え
か
ら

宴
会
の
た
め
に
乏
し
い
食
糧
を
た
く
わ
え
、
そ
の
日
を
心
ま
ち
に
し
て
い
る
。

楢
山
ま
い
り
を
い
や
が
る
〈
又
や
ん
〉
を
〈
馬
鹿
な
奴
だ
／
、
〉
と
軽
蔑
も
す

る
。
ひ
孫
が
生
ま
れ
る
ま
で
生
き
て
い
れ
ば
村
人
の
軽
蔑
を
受
け
る
と
い
う

徒
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
て
、
孫
夫
婦
に
子
供
が
で
き
る
こ
と
を
知
る
と
そ

わ
そ
わ
し
、
楢
山
ま
い
り
を
早
め
る
。
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
、
徒
と
全
く
同
化
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
〈
お
り
ん
〉
の
存

在
と
、
息
子
の
〈
辰
平
〉
と
で
は
、
〈
お
り
ん
〉
の
ほ
う
に
し
た
た
か
な
実

在
感
が
あ
る
の
だ
。
た
と
え
ば
棄
て
ら
れ
る
の
を
い
や
が
っ
て
逃
げ
出
し
た

く
又
や
ん
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

辰
平
は
銭
屋
の
伜
と
顔
を
合
わ
せ
、
手
に
持
っ
て
い
る
荒
繩
を
見
て
、

／
「
ど
う
し
た
ん
だ
？
」
／
と
き
い
た
。
／
「
繩
ァ
食
い
切
っ
て
逃
げ
出

し
や
ァ
が
っ
た
」
／
伜
は
ま
だ
い
ま
い
ま
し
そ
う
に
又
や
ん
を
呪
ん
で
い

た
。
辰
平
は
、
／
一
‐
馬
鹿
な
奴
だ
／
，
」
／
と
銭
屋
の
伜
の
無
暴
さ
に
驚
い

た
。
お
り
ん
は
又
や
ん
を
、
／
「
馬
鹿
な
奴
だ
／
，
」
／
と
呆
れ
て
眺
め
た
。

古

。
』

五
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〈
辰
平
〉
は
息
子
と
し
て
〈
お
り
ん
〉
を
棄
て
る
こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
る

上
『
－
－
マ
’
一
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
。
結
局
は
徒
に
従
う
の
だ
け
れ
ど
、
彼
の

存
在
は
ピ
ュ
ー
マ
’
一
テ
ィ
ー
を
持
つ
ぶ
ん
だ
け
徒
に
く
ら
べ
て
軽
い
・
対
社

会
的
に
敗
れ
る
人
間
存
在
は
既
に
近
代
小
説
の
世
界
に
お
い
て
描
き
ふ
る
さ

①

れ
、
そ
の
い
み
で
〈
類
型
〉
的
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
〈
お
り
ん
〉
は
、
徒
に

従
う
と
か
そ
む
く
と
か
い
っ
た
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
彼
女
自
身
が
徒
な
の
だ
。

だ
か
ら
、
徹
底
的
に
受
動
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
す
さ
ま
じ
い
ま
で
に
積
極
的
な
の
だ
。
逆
接
的
な
言
い
か

た
で
つ
じ
つ
ま
あ
わ
せ
を
し
た
い
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
お
り
ん
は
若

か
り
し
こ
ろ
美
形
で
あ
る
と
の
自
負
を
持
っ
て
い
た
の
だ
が
、
楢
山
ま
い
り

を
真
近
か
に
控
え
て
な
お
固
い
食
べ
も
の
を
苦
も
な
く
食
》
へ
ら
れ
る
丈
夫
な

歯
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
村
の
徒
か
ら
す
れ
ば
恥
ず
べ
き
醜
態
で
あ
り
、

〈
鬼
の
歯
〉
と
か
ら
か
わ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
祭
り
の
日

に
〈
一
世
一
代
の
勇
気
と
力
を
出
し
〉
て
〈
石
臼
の
か
ど
〉
で
歯
を
欠
く
。

〈
肩
身
が
広
く
な
っ
た
〉
う
れ
し
さ
で
う
き
う
き
と
〈
祭
り
場
〉
に
行
く
。

〈
止
ま
っ
た
血
が
ま
た
こ
ぼ
れ
始
め
〉
た
〈
口
を
開
い
て
〉
村
人
に
見
て
も

ら
い
に
行
く
の
だ
。

祭
り
場
に
集
っ
て
い
た
大
人
も
子
供
も
、
お
り
ん
の
ロ
を
見
る
と
、
わ

－
つ
と
逃
げ
出
し
た
。
お
り
ん
は
み
ん
な
の
顔
を
見
る
と
開
い
た
口
を
ま

た
閉
い
で
、
下
の
唇
を
上
側
の
歯
で
か
み
し
め
て
上
側
だ
け
を
見
せ
よ
う

と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
見
て
く
れ
と
あ
ご
を
突
き
川
し
た
上
に
血
が
流

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
凄
い
顔
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
お
り
ん

は
自
分
を
見
る
と
み
ん
な
が
逃
げ
て
ゆ
く
の
で
、
何
の
こ
と
だ
か
わ
か
ら

心
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さ
て
、
深
沢
の
文
体
が
即
物
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
即
物
的
表
象
が
、
日
常
現
実
的
な
し
↓
ヘ
ル
を
超
え
て
抽
象

的
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
詳
ら
か
な
証
し
だ
て
は
別
稿
に
ゆ

ず
る
が
、
例
え
ば
任
意
に
右
の
引
用
に
傍
線
を
施
し
た
部
分
に
注
目
し
て
い

た
だ
き
た
い
。
こ
の
部
分
の
み
な
ら
ず
、
「
楢
山
節
考
」
全
体
を
貫
く
ス
タ

イ
ル
な
の
だ
が
、
登
場
人
物
の
行
為
や
情
景
描
写
の
直
叙
の
あ
と
に
、
必
ず
、

深
沢
自
身
の
〈
’
の
で
あ
る
〉
式
の
解
説
が
入
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
全
篇

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
俗
謡
に
つ
い
て
も
同
じ
で
、
必
ず
、
俗
謡
の
あ
と

に
深
沢
の
解
説
が
付
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
俗
謡
は
す
、
へ
て
深
沢
の
創

作
な
の
だ
が
、
次
の
深
沢
自
身
の
文
章
の
一
節
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

ふ
っ
と
書
き
は
じ
め
た
の
が
（
中
略
）
「
楢
山
節
考
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

小
説
に
出
て
く
る
楢
山
節
の
歌
詞
な
ど
も
ず
っ
と
前
か
ら
出
来
上
が
っ
て

い
た
の
だ
っ
た
。
／
さ
て
、
そ
の
夜
、
私
は
小
説
を
書
き
は
じ
め
て
、
す

ぐ
に
つ
ま
ず
い
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
楢
山
節
の
歌
詞
は
で
き

深
沢
七
郎
論
序

な
い
が
、
／
「
あ
は
は
」
／
と
愛
蠕
笑
い
を
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
／

お
り
ん
は
歯
を
欠
い
て
逆
効
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

自
己
の
側
か
ら
現
実
と
対
時
し
て
社
会
習
慣
に
ひ
そ
む
悪
や
不
条
理
を
見

抜
く
眼
を
持
た
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
甘
受
す
る
受
動
性
を
徹
底
し
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
お
り
ん
〉
は
、
逆
に
、
棄
老
の
徒
の
不
条
理
を
み

ご
と
に
体
現
す
る
の
で
あ
る
。
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て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
替
え
唄
と
な
っ
て
小
悦
に
は
使
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
元
唄
が
な
く
て
替
え
唄
ば
か
り
が
で
き
て
い
た
の
だ
っ

た
。
そ
れ
で
私
は
元
唄
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
／
妙
な
こ
と
だ
が
こ
の
元
唄
を
作
る
の
が
む
ず
か
し
く
、

そ
の
夜
は
元
唄
を
作
る
だ
け
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
夜
お

そ
く
ま
で
か
か
っ
て
で
き
上
が
っ
た
の
が
「
楢
山
ま
つ
り
が
三
度
く
り
や

ョ
、
栗
の
た
れ
か
ら
花
が
咲
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

最
も
は
じ
め
に
出
て
く
る
俗
謡
が
右
の
も
の
な
の
だ
が
〈
元
唄
が
な
く
て

替
え
唄
ば
か
り
が
〉
先
に
あ
っ
て
、
〈
元
唄
〉
を
辛
苦
の
末
に
創
っ
た
と
い

う
の
は
、
現
象
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
奥
底
に
ひ
そ
む
本
質
を
探
り
あ
て
る

の
に
苦
労
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
探
り
あ
て
た
本
質
の
側

か
ら
今
度
は
現
象
を
小
説
と
い
う
表
現
形
式
に
付
託
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
深
沢
の
認
識
の
出
発
点
は
、
自
ら
を
と
り
ま
く
諸
現
象
の
側
か
ら
自

己
内
部
の
あ
り
よ
う
を
み
つ
め
て
ゆ
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
、

右
の
俗
謡
の
解
説
〈
三
年
た
て
ば
三
つ
年
を
と
る
〉
と
い
っ
た
か
た
ち
の
、

即
物
的
な
現
象
と
抽
象
的
な
存
在
の
あ
り
か
た
と
を
同
位
に
み
る
と
い
う
視

点
を
獲
得
し
、
そ
う
し
て
こ
の
視
点
で
「
楢
山
節
考
」
と
い
っ
た
小
説
を
構

築
し
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
人
物
や
情
景
な
ど
諸
現
象
の
描
写
と
こ
れ
の

あ
と
に
付
加
さ
れ
る
〈
’
の
で
あ
る
〉
式
の
深
沢
自
身
の
説
明
句
と
は
、

「
楢
山
節
考
」
に
お
い
て
は
等
価
の
も
の
で
あ
り
、
現
象
の
側
か
ら
自
己
認

識
を
す
る
と
い
う
認
識
構
造
の
ゆ
え
に
、
た
え
ず
、
現
象
の
描
写
の
ほ
う
が
、

〈
’
の
で
あ
る
〉
式
の
説
明
よ
り
も
先
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

近
代
的
自
我
の
確
立
、
自
己
を
と
り
ま
く
現
実
か
ら
自
己
を
引
き
は
が
し

五
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自
立
さ
せ
て
、
自
己
の
側
か
ら
現
実
を
撃
つ
こ
と
に
必
死
に
な
っ
て
き
た
の

が
、
明
治
以
来
の
我
々
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
深
沢
は
し
か
し
、
こ
の
流
れ
を

逆
に
走
っ
た
。
明
治
以
来
の
我
々
の
テ
ー
マ
に
即
せ
ぱ
受
動
的
に
し
か
み
え

な
い
〈
お
り
ん
〉
を
通
し
て
、
彼
は
、
そ
の
受
動
的
性
格
に
こ
そ
〃
近
代
的

自
我
″
の
欠
落
さ
せ
て
い
る
人
間
存
在
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
自
己
確

立
を
計
り
自
己
の
側
か
ら
現
実
と
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
ど
う
し
て

も
自
己
の
視
野
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
現
実
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
〈
お

り
ん
〉
の
よ
う
に
、
徹
底
的
に
現
実
の
側
に
い
て
自
ら
が
現
実
そ
の
も
の
で

あ
る
よ
う
な
人
物
に
は
、
こ
ぼ
れ
落
ち
る
現
実
は
な
い
。
い
わ
ば
〈
お
り
ん
〉

は
現
実
全
体
を
丸
が
か
え
に
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
生
き
方

が
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
す
さ
ま
じ
い
自
己
主
張
に
も
な
り
え
る
の
だ
。

棄
老
の
徒
そ
の
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
お
い
て
、
棄
老
の
淀
の
恐
ろ
し
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さ
を
体
現
し
て
み
せ
る
〈
お
り
ん
〉
は
、
現
実
か
ら
引
き
は
が
し
た
自
己
、
現

実
と
対
時
し
う
る
自
己
、
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ご
と
に
現
実
の

悪
を
提
示
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
自
己
の
側
か
ら
現
実
を
撃
と

う
と
す
る
近
代
的
自
我
と
い
わ
れ
る
も
の
の
幻
想
性
を
あ
ば
い
た
の
で
あ
る
。
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