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本
論
で
は
︑
織
田
作
之
助
の
絶
筆
﹃
土
曜
夫
人
﹄
︵
﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
四

六
・
八
・
三
〇
～
一
二
・
六
︶
を
︑
新
聞
小
説
と
し
て
読
み
直
す
︒

手
続
き
と
し
て
︑
ま
ず
織
田
と
新
聞
小
説
と
の
関
わ
り
を
確
認
す
る
︒
次

に
︑
短
い
時
間
の
中
に
多
種
多
様
な
人
物
が
交
錯
す
る
小
説
の
構
造
を
分
析

す
る
︒
そ
の
上
で
︑
小
説
と
初
出
紙
面
の
呼
応
と
ず
れ
を
検
証
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
分
析
は
︑
織
田
の
他
の
新
聞
小
説
は
も
ち
ろ
ん
︑
﹃
夫
婦
善

哉
﹄
︵
﹁
海
風
﹂
一
九
四
〇
・
四
︶
や
﹃
世
相
﹄
︵
﹁
人
間
﹂
一
九
四
六
・
四
︶

な
ど
︑
︿
世
相
﹀
を
色
濃
く
反
映
し
た
代
表
作
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
も
重

要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
敗
戦
直
後
に
お
け
る
他
の
作
家
の
新
聞
小
説
や
︑
地
方

紙
と
中
央
紙
と
の
差
異
を
考
え
る
手
が
か
り
も
得
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
︒

一

新
興
地
方
紙
か
ら
大
新
聞
へ

一
九
四
〇
年
︑
織
田
作
之
助
は
﹃
夫
婦
善
哉
﹄
で
﹁
文
藝
﹂
賞
を
得
︑
小

説
家
と
し
て
本
格
的
な
活
動
を
始
め
る
︒
織
田
は
当
時
︑
作
家
と
新
聞
記
者

と
︑
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
い
て
い
た
︒
夕
刊
大
阪
新
聞
社
で
社
会
部
の
記
者

と
し
て
勤
め
る
傍
ら
︑
野
田
丈
六
と
い
う
筆
名
で
﹃
合
駒
富
士
﹄
と
い
う
小

説
を
同
紙
に
連
載
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒

し
か
し
一
九
四
二
年
五
月
一
日
︑
新
聞
統
合
に
よ
っ
て
﹁
夕
刊
大
阪
﹂
が

﹁
大
阪
時
事
新
報
﹂
と
合
併
し
て
﹁
大
阪
新
聞
﹂
に
な
っ
た
際
に
︑
織
田
は

退
社
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
は
筆
一
本
の
生
活
を
し
た
︒
と
は
い

え
﹁
大
阪
新
聞
﹂
と
の
縁
は
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
小
説
の
連
載
を
予

定
し
て
い
た
作
家
が
急
に
書
け
な
く
な
っ
た
と
き
に
︑
一
ヶ

月
間
だ
け
代
わ

り
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
︵
﹃
清
楚
﹄
一
九
四
三
・
五
・
一
～
二
九
︶
︒
ま
た
︑

敗
戦
直
後
で
新
聞
社
と
し
て
先
が
見
え
ず
︑
紙
面
を
ど
う
作
っ
て
よ
い
の
か

わ
か
ら
な
い
混
乱
期
に
︑
半
月
だ
け
の
連
載
を
頼
ま
れ
︑
応
え
て
い
る

︵
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
一
九
四
五
・
九
・
五
～
一
九
︶
︒

た
だ
︑
一
九
四
五
年
ご
ろ
に
な
る
と
︑
織
田
の
作
家
と
し
て
の
評
価
も
上

が
っ
て
き
て
い
る
︒
新
聞
社
に
と
っ
て
使
い
勝
手
の
良
い
駒
の
よ
う
な
存
在

で
は
な
く
な
っ
て
く
る
︒
四
五
年
七
月
か
ら
は
︑
﹁
香
川
日
日
新
聞
﹂
に

﹃
光
の
都
﹄
と
い
う
小
説
が
連
載
予
定
で
︑
六
月
一
七
日
に
は
予
告
が
出
て
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い
た
︒
七
月
四
日
の
高
松
市
へ
の
大
規
模
空
襲
で
新
聞
社
が
被
災
し
た
た
め

に
連
載
さ
れ
な
か
っ
た
︑
幻
の
作
品
で
あ
る
︒
予
告
は
︑
当
時
す
で
に
表
と

裏
の
二
面
し
か
な
か
っ
た
窮
屈
な
紙
面
の
中
央
に
︑
三
段
抜
き
で
掲
載
さ
れ

た
︒
織
田
の
顔
写
真
と
﹁
作
者
の
言
葉
﹂
が
載
っ
て
お
り
︑
﹁
流
麗
秀
美
し

か
も
簡
潔
に
し
て
含
み
の
あ
る
作
風
を
も
つ
て
︑
不
振
の
創
作
界
に
縦
横
の

活
躍
を
続
け
つ
ゝ
あ
る
﹂
作
家
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
織
田
が
一
人
の

作
家
と
し
て
期
待
さ
れ
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
し
て
一
九
四
六
年
に
な
る
と
︑
織
田
の
創
作
活
動
は
華
や
か
に
な
る
︒

三
月
に
は
﹁
改
造
﹂
に
﹃
競
馬
﹄
を
︑
﹁
新
生
﹂
に
﹃
六
白
金
星
﹄
を
︑
四

月
に
は
﹁
人
間
﹂
に
﹃
世
相
﹄
を
発
表
し
︑
い
ず
れ
も
話
題
を
呼
ぶ
︒
そ
の

時
期
に
︑
地
方
の
新
興
紙
か
ら
も
次
々
と
連
載
小
説
の
依
頼
が
く
る
︒

背
景
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
方
針
が
あ
っ
た
︒
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
民
主
化
の
た
め
︑
大
新

聞
の
発
行
部
数
を
抑
制
し
︑
地
方
で
新
た
に
作
ら
れ
る
新
聞
に
紙
を
優
先
的

に
提
供
し
た
︒
︿
言
論
の
自
由
﹀
が
も
た
ら
さ
れ
た
勢
い
も
あ
り
︑
多
く
の

地
方
紙
が
作
ら
れ
︑
す
ぐ
に
競
争
が
激
化
し
た
︒
各
社
は
目
玉
と
な
る
コ
ン

テ
ン
ツ
を
求
め
︑
新
聞
小
説
に
も
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
︒
地
方
紙
と
し

て
は
︑
読
者
が
そ
の
地
に
縁
の
深
い
人
々
に
限
ら
れ
る
の
で
︑
地
元
の
小
説

が
書
け
る
作
家
が
欲
し
い
︒
地
元
出
身
者
な
ら
な
お
良
い
︒

そ
こ
で
京
都
と
大
阪
で
︑
織
田
作
之
助
が
起
用
さ
れ
た
︒
織
田
も
期
待
に

応
え
︑
﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
︵
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
一
九
四
六
・
四
・
二

六
～
七
・
二
五
︶
と
﹃
夜
光
虫
﹄
︵
﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
一
九
四
六
・
五
・
二

四
～
八
・
九
︶
と
い
う
︑
共
に
そ
の
土
地
で
は
人
気
の
出
た
作
品
を
書
く
こ

と
に
成
功
し
た
︵
�

︶
︒

こ
の
よ
う
に
実
績
を
積
ん
だ
こ
と
が
︑
﹁
読
売
新
聞
﹂
で
の
連
載
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
︒
吉
行
淳
之
介
は
﹁
当
時
の
大
新
聞
の
新

聞
小
説
欄
は
︑
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
︑
小
説
家
に
と
っ
て
の
檜
舞

台
で
あ
っ
た
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
�

︶
︒
で
は
﹁
読
売
﹂
は
︑
織
田
が
そ
れ
ま
で
に

連
載
し
た
地
方
新
聞
と
何
が
ち
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
発
行
部
数
で
あ
る
︒
や
や
時
代
は
下
る
が
︑
一
九
四
八
年
五
月
時
点

の
国
内
新
聞
発
行
部
数
は
︑
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
資
料
﹁
新
聞
に
関
す
る
世

論
調
査
︵
�

︶
﹂
に
よ
れ
ば
︑
﹁
朝
日
新
聞
﹂
三
五
三
万
三
二
五
九
部
︑
﹁
毎
日
新

聞
﹂
三
四
三
万
七
三
三
六
部
︑
﹁
読
売
新
聞
﹂
一
七
四
万
二
四
九
二
部
︑
﹁
東

京
新
聞
﹂
五
三
万
八
〇
五
〇
部
︑
﹁
産
業
経
済
新
聞
﹂
一
三
万
一
五
八
一
部
︑

﹁
大
阪
新
聞
﹂
三
一
万
二
〇
五
九
部
︑
﹁
京
都
日
日
新
聞
﹂
七
万
五
〇
〇
〇
部
︑

﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
一
一
万
七
一
〇
〇
部
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

﹁
読
売
新
聞
﹂
の
本
格
的
な
全
国
︵
大
阪
︶
進
出
は
一
九
五
二
年
で
あ
り
︑

当
時
は
﹁
朝
日
﹂
﹁
毎
日
﹂
と
の
差
は
大
き
か
っ
た
︒
た
だ
﹁
読
売
﹂
に
は

尾
崎
紅
葉
以
来
の
新
聞
小
説
の
伝
統
が
あ
り
︑
二
大
紙
に
負
け
な
い
知
名
度

を
誇
っ
て
い
た
︒
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
導
で
︑
ま
だ
一
社
に
よ
る
朝
刊
と
夕
刊
の
同

時
発
行
が
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
︑
中
央
の
朝
刊
紙
と
し
て
大
き
な

シ
ェ
ア
を
持
っ
て
い
た
新
聞
か
ら
依
頼
が
来
た
︒
京
阪
の
／
新
興
／
夕
刊
紙

か
ら
︑
東
京
の
／
伝
統
あ
る
／
朝
刊
紙
へ
︒
織
田
に
と
っ
て
さ
ら
に
名
を
挙

げ
る
絶
好
の
機
会
が
訪
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

実
は
︑
織
田
は
こ
の
前
に
も
︑
複
数
の
東
京
の
新
聞
社
か
ら
連
載
小
説
の

依
頼
を
受
け
て
い
た
︒
し
か
し
い
ず
れ
も
頓
挫
し
て
い
た
︒
﹃
そ
れ
で
も
私

は
行
く
﹄
に
は
︑
東
京
の
新
興
紙
﹁
み
や
こ
新
聞
﹂
に
並
載
す
る
話
が
あ
っ
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た
︒
同
時
期
に
連
載
し
て
い
た
﹃
夜
光
虫
﹄
は
︑
﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
だ
け

で
な
く
﹁
九
州
タ
イ
ム
ズ
﹂
と
﹁
四
国
新
聞
﹂
に
も
連
載
し
て
い
た
た
め
︑

こ
う
し
た
形
式
は
不
自
然
で
は
な
い
︒
と
こ
ろ
が
﹁
み
や
こ
新
聞
﹂
へ
の
連

載
の
話
は
︑
先
方
の
都
合
で
な
く
な
っ
た
︒
夕
刊
み
や
こ
新
聞
社
の
斎
藤
英

一
郎
か
ら
織
田
へ
の
一
九
四
六
年
四
月
一
四
日
付
書
簡
︵
大
阪
府
立
中
之
島

図
書
館
織
田
文
庫
所
蔵
︶
に
よ
れ
ば
︑
﹁
い
や
し
く
も
東
京
を
地
盤
と
す
る

一
応
の
中
央
紙
が
京
都
日
日
の
焼
な
ほ
し
小
説
を
載
せ
る
な
ん
て
云
は
れ
る

の
が
同
業
界
に
お
け
る
肩
身
の
狭
い
﹂
と
い
う
意
見
が
社
内
に
強
か
っ
た
た

め
だ
と
い
う
︒
新
聞
業
界
の
都
合
を
優
先
さ
せ
た
こ
と
で
︑
並
載
決
定
に
い

た
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
別
の
書
簡
で
は
︑
﹁
東
京
新
聞
﹂
で
連
載
の
候
補
に
挙
が
っ
た
も

の
の
︑
話
が
急
に
立
ち
消
え
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
増
田
周
子
編
﹃
織

田
作
之
助
と
大
阪
︵
�

︶
﹄
に
は
︑
織
田
が
﹁
連
載
の
件
︑
そ
の
後
構
想
を
ね
つ
て

ゐ
ま
す
か
ら
︑
そ
の
う
ち
筋
書
き
送
り
ま
す
﹂
と
書
い
て
い
る
﹃
東
京
新
聞

文
化
部
長

宮
川
宛
書
簡
﹄
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
手
紙
に
日
付
は
な
い
よ

う
だ
が
︑
文
中
に
﹁
里
見
さ
ん
の
あ
と
で
し
た
ら
︑
い
つ
頃
か
ら
で
す
か
﹂

と
い
う
言
葉
が
あ
り
︑
里
見
弴

﹃
十
年
﹄
が
﹁
東
京
新
聞
﹂
に
連
載
さ
れ
た

の
は
一
九
四
六
年
一
月
二
七
日
か
ら
七
月
一
〇
日
だ
か
ら
︑
同
年
の
春
ご
ろ

に
書
か
れ
た
手
紙
だ
と
推
測
さ
れ
る
︒
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
そ
の
﹁
構
想
﹂

が
﹁
構
成
は
︑
ジ
イ
ド
の
﹁
贋
金
づ
く
り
﹂
の
調
子
で
︑
作
者
と
登
場
人
物

と
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
︑
女
の
都
と
し
て
の
京
都
と
大
阪
︵
も
ち
ろ
ん
現
下

の
世
相
︶
の
い
ろ
ん
な
階
級
の
女
性
を
書
き
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
﹂
と
説

明
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
︒
こ
の
内
容
は
﹃
土
曜
夫
人
﹄
を
想
わ
せ
る
︒

と
こ
ろ
が
﹁
昭
和
二
十
一
年
九
月
二
十
二
日

青
山
光
二
宛
書
簡
︵
�

︶
﹂
で
は
︑

﹁
東
京
新
聞
は
文
化
部
で
ぼ
く
と
石
川
淳
の
二
人
に
決
定
し
て
た
の
ん
で
置

き
な
が
ら
︑
社
長
が
邦
枝
完
二
を
主
張
し
た
ら
し
い
︒
こ
れ
も
お
か
し
い
︒

土
曜
夫
人
を
書
い
た
の
は
︑
東
京
新
聞
の
社
長
に
邦
枝
完
二
と
ど
っ
ち
が
お

も
し
ろ
い
か
︑
よ
ま
せ
た
い
気
持
も
あ
っ
た
の
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
﹁
読

売
新
聞
﹂
で
︑
以
前
﹁
東
京
新
聞
﹂
の
た
め
に
考
え
て
い
た
企
画
に
似
た
小

説
を
書
い
た
の
は
︑
他
に
良
い
案
が
な
か
っ
た
ゆ
え
か
も
し
れ
な
い
が
︑
目

に
物
を
見
せ
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

織
田
に
と
っ
て
︑
東
京
の
新
聞
へ
の
進
出
は
三
度
目
の
正
直
で
あ
っ
た
︒

織
田
は
﹃
土
曜
夫
人
﹄
の
執
筆
経
緯
を
し
ば
し
ば
青
山
宛
の
手
紙
で
語
っ
て

い
る
︒
﹁
昭
和
二
十
一
年
九
月
十

日
﹂
付
の
書
簡
に
は
︑
﹁
土
曜
夫
人
︑
改

造
の
編
輯
長
が
来
て
の
話
で
は
︑
受
け
て
い
る
ら
し
い
︒
︵
中
略
︶
受
け
る

自
信
は
︑
京
日
と
大
阪
日
日
で
つ
い
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
に
新
聞

小
説
を
書
い
た
経
験
を
活
か
す
心
づ
も
り
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑
﹁
昭
和

二
十
一
年
九
月
二
十
二
日
﹂
付
の
書
簡
に
は
︑
﹁
土
曜
夫
人
で
今
ま
で
の
ぼ

く
の
作
風
の
総
決
算
を
し
よ
う
﹂
と
い
う
意
志
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

そ
の
た
め
か
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄
に
は
過
去
の
作
品
で
使
わ
れ
た
話
が
再
利

用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば
﹁
貴
族
︵
五
︶
﹂
に
は

﹁
銀
造
は
既
に
破
産
し
て
ゐ
た
︒
沈
没
船
引
揚
事
業
に
つ
ぎ
込
ん
で
︑
失
敗

し
た
﹂
と
あ
る
が
︑
沈
没
船
引
き
揚
げ
事
業
の
話
は
﹃
俗
臭
﹄
︵
﹁
海
風
﹂
一

九
三
九
・
九
︶
︑
﹃
勧
善
懲
悪
﹄
︵
﹁
大
阪
文
学
﹂
一
九
四
二
・
八
～
九
︶
︑
﹃
わ

が
町
﹄
︵
﹁
文
藝
﹂
一
九
四
二
・
一
一
︶
な
ど
多
く
の
作
品
に
出
て
く
る
︒
ま

た
︑
﹁
鳩
︵
五
︶
﹂
に
は
﹁
初
夜
の
蚊
帳
を
︑
木
崎
は
八
重
子
と
二
人
で
吊
つ
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た
︒
暗
く
し
て
︑
螢
を
蚊
帳
の
中
に
飛
ば
し
た
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
蚊

帳
﹄
︵
﹁
大
阪
新
聞
﹂
一
九
四
六
・
三
・
一
︶
に
酷
似
し
た
場
面
が
あ
る
︒

こ
う
し
て
書
か
れ
た
﹃
土
曜
夫
人
﹄
は
︑
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
ま
で
は
︑

織
田
と
戦
後
文
学
の
代
表
作
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
初
版
本
︵
鎌
倉

文
庫
︑
一
九
四
七
・
四
︶
以
降
︑
﹃
現
代
日
本
小
説
大
系
別
冊
�

﹄
︵
河
出
書

房
︑
一
九
五
〇
・
五
︶
や
﹃
現
代
長
編
小
説
全
集
﹄
︵
春
陽
堂
︑
一
九
五

〇
・
六
︶
だ
け
で
な
く
︑
新
潮
文
庫
︵
一
九
四
九
・
三
︶
や
角
川
文
庫
︵
一

九
五
六
・
四
︶
に
収
録
さ
れ
︑
版
を
重
ね
て
い
た
事
実
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

ま
た
︑
吉
行
は
﹁
解
説
﹂
で
﹁
オ
ダ
サ
ク
と
﹁
土
曜
夫
人
﹂
は
切
り
離
し

難
﹂
い
と
述
べ
︑
富
士
正
晴
は
﹁
織
田
作
之
助
は
偶
然
と
嘘
を
つ
く
才
能
と

で
︑
彼
の
い
う
人
間
の
可
能
性
を
追
及
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
れ
が
一
番

華
や
か
に
︑
一
番
完
璧
性
を
も
っ
て
結
晶
し
︑
流
露
し
た
の
が
こ
の
﹁
土
曜

夫
人
﹂
で
あ
っ
た
﹂
︵
﹁
解
説
﹂
角
川
文
庫
︶
と
高
く
評
価
し
た
︒

し
か
し
︑
そ
の
よ
う
に
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
︑

﹃
土
曜
夫
人
﹄
に
は
ま
と
ま
っ
た
論
文
の
形
で
の
先
行
研
究
が
少
な
い
︒
そ

の
理
由
は
︑
伴
悦
﹁
﹃
世
相
﹄
・
﹃
土
曜
夫
人
﹄
論
︵
	

︶
﹂
に
﹁
ま
さ
に
﹃
可
能
性

の
文
学
﹄
の
実
践
化
に
ふ
さ
わ
し
い
長
大
な
ロ
マ
ン
の
片
鱗
を
お
も
わ
せ
る

下
絵
で
は
あ
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
中
絶
の
下
絵
で
あ
っ
た
に
し
て
も
﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑
同
時
期
に
話
題
と
な
っ
た
﹁
可
能
性
の
文
学
﹂
︵
﹁
改
造
﹂
一
九
四

六
・
一
二
︶
と
関
連
す
る
広
が
り
を
持
ち
な
が
ら
も
︑
未
完
に
終
わ
っ
た
た

め
︑
論
じ
に
く
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
︒

し
か
し
未
完
の
作
品
で
も
︑
残
さ
れ
て
い
る
本
文
の
中
で
︑
何
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
を
論
じ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄

で
な
さ
れ
た
試
み
を
︑
﹁
読
売
新
聞
﹂
を
手
が
か
り
に
考
え
た
い
︒

二

﹃
土
曜
夫
人
﹄
の
構
造

小
説
の
内
容
を
確
認
す
る
︒
﹃
土
曜
夫
人
﹄
は
︑
土
曜
日
か
ら
日
曜
日
に

か
け
て
の
一
昼
夜
を
︑
陽
子
・
茉
莉
・
木
崎
・
京
吉
・
チ
マ
子
・
坂
野
・
春

隆
・
貴
子
・
章
三
・
露
子
・
カ
ラ
子
・
夏
子
・
銀
ち
ゃ
ん
・
芳
子
・
北
山
・

銀
造
ら
二
〇
人
近
い
人
物
が
入
り
乱
れ
る
︑
全
一
二
章
の
群
像
劇
で
あ
る
︒

作
中
の
時
間
は
︑
敗
戦
後
︑
土
曜
の
夜
か
ら
日
曜
の
夜
ま
で
の
一
昼
夜
で

あ
る
︒
後
述
す
る
大
阪
刑
務
所
集
団
脱
走
事
件
を
指
標
と
す
れ
ば
︑
一
九
四

六
年
八
月
一
〇
日
か
ら
一
一
日
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

舞
台
は
主
に
京
都
で
あ
る
︒
た
だ
し
大
阪
駅
や
中
之
島
公
園
周
辺
な
ど
︑

わ
ず
か
な
が
ら
大
阪
も
出
て
く
る
︒
ま
た
終
盤
︑
複
数
の
主
要
人
物
が
汽
車

で
東
京
へ
移
動
し
て
い
る
︒
二
つ
の
都
を
軸
に
︑
物
語
は
よ
り
複
雑
化
す
る

可
能
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

作
品
の
梗
概
は
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
︒

土
曜
日
の
夜
︑
木
屋
町
の
キ
ャ
バ
レ
エ
で
︑
ダ
ン
サ
ー
の
茉
莉
が
京
吉
と

の
ダ
ン
ス
中
に
青
酸
カ
リ
で
自
殺
す
る
︒
そ
の
姿
を
木
崎
が
カ
メ
ラ
に
収
め

る
︒
茉
莉
の
友
人
の
陽
子
は
京
吉
に
話
を
聞
く
︒
陽
子
も
ダ
ン
サ
ー
だ
が
︑

乗
竹
伯
爵
の
息
子
春
隆
に
政
治
家
の
娘
と
い
う
素
性
を
見
破
ら
れ
︑
料
亭
に

誘
わ
れ
る
︒
そ
の
前
に
陽
子
は
木
崎
を
追
う
︵
﹁
女
の
構
図
﹂
一
～
十
一
︶
︒

帰
宅
す
る
木
崎
が
チ
マ
子
と
出
会
い
︑
家
に
入
れ
る
︒
し
か
し
木
崎
が
隣

室
の
坂
野
と
話
し
ヒ
ロ
ポ
ン
を
打
っ
て
い
る
内
に
︑
チ
マ
子
は
ラ
イ
カ
と
共

に
消
え
る
︵
﹁
夜
光
時
計
﹂
一
～
六
︶
︒
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料
亭
の
主
の
貴
子
は
愛
人
の
春
隆
の
︑
次
い
で
パ
ト
ロ
ン
の
木
文
字
章
三

の
相
手
を
す
る
︒
そ
こ
に
陽
子
が
春
隆
を
訪
ね
て
く
る
︒
春
隆
の
思
惑
を

知
っ
た
陽
子
は
部
屋
を
飛
び
出
す
が
︑
そ
こ
で
章
三
と
出
く
わ
し
︑
素
足
の

ま
ま
逃
げ
る
︵
﹁
貴
族
﹂
一
～
七
︶
︒

素
足
の
陽
子
は
巡
査
に
﹁
ブ
ラ
ッ
ク
ガ
ー
ル
﹂
に
間
違
わ
れ
て
留
置
場
に

入
れ
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
貴
子
の
娘
の
チ
マ
子
と
知
り
合
い
︑
木
崎
へ
の
伝
言

を
頼
ま
れ
る
︵
﹁
夜
の
花
﹂
一
～
八
︶
︒

京
吉
は
靴
磨
き
の
少
女
カ
ラ
子
に
再
会
す
る
︒
カ
ラ
子
は
京
吉
を
慕
っ
て

つ
い
て
歩
く
︒
京
吉
は
喫
茶
店
で
マ
ダ
ム
の
夏
子
に
陽
子
か
ら
の
電
話
を
知

ら
さ
れ
る
が
︑
カ
ラ
子
と
東
京
に
行
く
と
決
め
る
︵
﹁
兄
ち
や
ん
﹂
一
～
七
︶
︒

貴
子
は
露
子
の
銀
座
で
店
を
開
く
話
に
乗
せ
ら
れ
︑
春
隆
を
連
れ
て
東
京

に
行
こ
う
と
す
る
︒
章
三
は
新
聞
の
広
告
で
乗
竹
侯
爵
邸
の
売
却
を
知
り
︑

貴
子
に
は
告
げ
ず
に
自
分
も
上
京
を
決
意
す
る
︵
﹁
東
京
へ
﹂
一
～
四
︶
︒

坂
野
は
新
聞
で
身
上
相
談
を
読
む
︒
そ
の
部
屋
に
木
崎
︑
次
い
で
京
吉
が

来
て
ヒ
ロ
ポ
ン
を
打
っ
て
も
ら
う
︒
警
察
か
ら
木
崎
に
電
話
が
あ
る
が
︑
京

吉
が
代
わ
り
に
出
る
︒
外
に
出
た
京
吉
は
陽
子
を
見
か
け
る
が
︑
巡
査
に
職

務
質
問
さ
れ
て
い
る
内
に
逃
が
す
︵
﹁
身
上
相
談
﹂
一
～
八
︶
︒

陽
子
は
木
崎
の
ア
パ
ー
ト
に
行
っ
て
自
分
を
写
し
た
フ
ィ
ル
ム
を
も
ら
お

う
と
す
る
︒
木
崎
は
断
る
が
︑
や
は
り
ダ
ン
サ
ー
だ
っ
た
亡
妻
の
八
重
子
を

思
い
出
し
て
陽
子
に
惹
か
れ
る
︵
﹁
鳩
﹂
一
～
七
︶
︒

京
吉
は
東
京
行
き
の
資
金
を
稼
ぐ
た
め
に
祇
園
荘
で
銀
ち
ゃ
ん
た
ち
と
麻

雀
を
す
る
︒
喫
茶
店
か
ら
京
吉
に
電
話
が
あ
る
︒
ス
リ
を
尾
行
し
て
い
る
カ

ラ
子
か
ら
だ
が
︑
店
で
は
坂
野
の
細
君
も
銀
ち
ゃ
ん
を
待
っ
て
い
た
︒
祇
園

荘
で
は
京
吉
の
代
わ
り
に
坂
野
が
来
る
︵
﹁
キ
ヤ
ツ
キ
ヤ
ツ
団
﹂
一
～
九
︶
︒

喫
茶
店
に
京
吉
が
来
る
︒
芳
子
は
京
吉
と
話
し
て
祇
園
荘
に
銀
ち
ゃ
ん
が

い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
だ
が
そ
こ
に
は
坂
野
も
来
て
い
る
の
で
︑
京
吉
は
芳

子
を
止
め
る
︒
そ
の
間
に
カ
ラ
子
と
ス
リ
を
見
失
う
︒
ス
リ
の
北
山
は
親
し

か
っ
た
夜
の
女
の
行
方
を
捜
し
て
い
る
が
︑
カ
ラ
子
の
尾
行
に
気
づ
き
︑
中

之
島
公
園
で
問
い
詰
め
る
︒
そ
の
と
き
大
阪
拘
置
所
か
ら
脱
走
し
た
囚
人
の

波
に
巻
き
こ
ま
れ
︑
北
山
は
財
布
を
捨
て
て
逃
げ
る
︒
そ
の
財
布
を
脱
走
し

た
チ
マ
子
の
父
の
銀
造
が
拾
う
︵
﹁
暮
色
﹂
一
～
九
︶
︒

大
阪
駅
で
銀
造
は
章
三
を
見
か
け
︑
貴
子
を
求
め
て
田
村
へ
行
く
︒
だ
が

貴
子
は
露
子
と
春
隆
と
東
京
へ
発
っ
て
い
た
︒
そ
の
汽
車
に
は
章
三
も
乗
っ

て
い
る
︒
章
三
は
貴
子
と
春
隆
の
睦
ま
じ
い
様
子
を
見
て
怒
り
︑
デ
ッ
キ
に

出
る
が
︑
そ
こ
で
口
論
に
な
っ
た
男
を
突
き
落
と
し
て
し
ま
う
︒
そ
の
現
場

を
目
撃
し
た
美
し
い
女
は
︑
自
分
に
会
い
た
け
れ
ば
銀
座
の
ア
ル
セ
ー
ヌ
へ

来
い
と
い
う
︵
﹁
登
場
人
物
﹂
一
～
九
︶
︒

カ
ラ
子
は
京
吉
を
探
す
が
見
つ
か
ら
な
い
︒
京
吉
は
芳
子
と
連
れ
立
っ
て

陽
子
の
家
を
訪
ね
る
が
︑
芳
子
は
逃
げ
る
︒
銀
ち
ゃ
ん
は
坂
野
と
俥
に
乗
っ

て
︑
芳
子
を
見
か
け
る
︒
戻
っ
て
き
た
京
吉
は
陽
子
に
挑
む
が
︑
陽
子
が
春

隆
と
関
係
し
て
い
な
か
っ
た
と
知
り
︑
恥
じ
て
逃
げ
る
︒
俥
に
乗
っ
た
京
吉

は
銀
造
を
見
か
け
る
︵
﹁
走
馬
燈
﹂
一
～
十
一
︶
︒

こ
の
よ
う
な
筋
書
き
に
お
い
て
︑
第
一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
土
曜
の
夜

か
ら
日
曜
の
夜
と
い
う
短
い
時
間
の
間
に
︑
多
く
の
登
場
人
物
の
動
向
が
︑

同
時
進
行
で
語
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
︒
年
齢
も
社
会
的
階
層
も
異
な
る

男
女
が
遭
遇
し
︑
す
れ
ち
が
う
様
子
が
描
か
れ
る
︒
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多
様
な
読
者
が
想
定
さ
れ
る
新
聞
小
説
に
お
い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を

登
場
さ
せ
た
り
︑
異
な
る
場
で
起
こ
る
事
件
を
同
時
進
行
さ
せ
た
り
す
る
手

法
は
珍
し
く
な
い
︒
織
田
も
﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
﹃
夜
光
虫
﹄
と
い
っ

た
作
品
で
実
践
し
て
い
る
︒
し
か
し
登
場
人
物
の
数
が
多
す
ぎ
た
り
︑
頻
繁

に
別
の
場
所
に
移
動
し
た
り
す
る
と
︑
一
日
ご
と
に
読
み
進
む
読
者
は
記
憶

し
て
お
ら
れ
ず
︑
連
続
し
た
物
語
と
し
て
把
握
し
に
く
く
な
る
︒
﹃
土
曜
夫

人
﹄
の
場
合
は
︑
あ
え
て
中
心
が
定
ま
ら
な
い
ほ
ど
登
場
人
物
を
増
や
し
︑

場
面
転
換
を
多
く
す
る
こ
と
で
︑
各
人
の
個
性
よ
り
も
︑
彼
ら
を
含
ん
だ
世

相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
効
果
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
人
々
が
次
々
に
遭
遇
す
る
︒
そ
れ
は
︑
後
で
く
わ
し
く
見
る
﹁
偶

然
と
い
ふ
も
の
の
可
能
性
を
追
究
﹂
し
よ
う
と
い
う
﹁
作
者
の
試
み
﹂
が
し

か
ら
し
め
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
︒
た
だ
し
偶
然
の
出
会
い
を
リ
ア
ル
に
描

く
た
め
に
は
︑
必
然
の
支
え
が
不
可
欠
だ
ろ
う
︒
さ
も
な
け
れ
ば
ご
都
合
主

義
に
な
り
︑
か
え
っ
て
読
者
の
興
を
削
ぐ
た
め
だ
︒

そ
こ
で
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
︑
自
尊
心
と
嫉
妬
と
い
う
モ

チ
ー
フ
で
あ
る
︒
自
尊
心
と
嫉
妬
は
︑
織
田
の
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
要

素
で
も
あ
る
︒
こ
の
小
説
で
は
︑
特
に
陽
子
や
章
三
が
︑
自
尊
心
の
強
い
人

物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
好
悪
感
情
の
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
陽
子
は
︑

章
三
の
や
う
な
男
の
タ
イ
プ
に
は
好
感
が
持
て
な
か
つ
た
︒
章
三
の
全
身
に

み
な
ぎ
つ
て
ゐ
る
自
尊
心
が
︑
元
来
自
尊
心
の
強
い
陽
子
を
反
撥
し
た
の
で

あ
ら
う
﹂
︵
﹁
東
京
へ
︵
一
︶
﹂
︶
と
語
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
︒

そ
の
自
尊
心
が
刺
激
さ
れ
る
ゆ
え
に
︑
彼
ら
は
普
段
な
ら
取
ら
な
い
行
動

を
取
る
︒
陽
子
は
春
隆
に
料
亭
に
誘
わ
れ
︑
京
吉
は
止
め
る
が
︑
﹁
行
く
な

と
言
は
れ
る
と
︑
陽
子
は
も
う
天
邪
鬼
な
女
だ
つ
た
︒
理
由
は
き
か
ず
︑
命

令
的
な
京
吉
の
調
子
だ
け
が
︑
ぐ
つ
と
自
尊
心
に
来
て
﹂
︵
﹁
女
の
構
図
︵
十

一
︶
﹂
︶
︑
夜
更
け
に
料
亭
に
行
き
︑
章
三
に
再
会
す
る
は
め
に
な
る
︒

ま
た
︑
章
三
は
﹁
自
尊
心
を
傷
つ
け
ら
れ
て
︑
我
慢
す
る
く
ら
ゐ
だ
つ
た

ら
︑
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
﹂
︵
﹁
登
場
人
物
︵
七
︶
﹂
︶
と
い
う
﹁
信
条
﹂
を
持

ち
︑
﹁
野
心
以
上
に
自
尊
心
の
振
幅
に
よ
つ
て
動
く
﹂
ゆ
え
に
︑
愛
人
の
貴

子
が
春
隆
と
親
し
げ
に
ふ
る
ま
う
様
子
を
汽
車
の
中
で
目
撃
し
︑
﹁
傷
つ
い

た
ま
ま
ズ
キ
ズ
キ
と
膿
み
出
し
て
ゐ
る
自
尊
心
の
は
け
口
の
な
い
膿
を
︑
持

て
余
し
た
ま
ま
︑
踵
を
か
へ
す
と
︑
三
等
車
と
の
間
の
ド
ア
を
あ
け
て
︑
デ

ツ
キ
へ
出
た
﹂
こ
と
で
︑
殺
人
を
犯
し
︑
乗
竹
妹
に
出
会
う
こ
と
に
も
な
る
︒

む
ろ
ん
自
尊
心
が
強
い
か
ら
行
動
し
な
い
こ
と
も
あ
る
︒
同
じ
章
で
は
︑

﹁
汽
車
の
中
で
い
き
な
り
貴
子
を
撲
ら
う
と
し
た
の
だ
が
︑
し
か
し
︑
章
三

の
自
尊
心
は
そ
ん
な
向
ふ
見
ず
を
彼
に
許
し
て
置
く
ほ
ど
︑
け
ち
く
さ
い
自

尊
心
で
は
な
か
つ
た
か
ら
︑
二
三
歩
行
き
か
け
て
︑
急
に
立
ち
停
つ
た
﹂
と

も
語
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
の
た
め
に
章
三
は
感
情
を
も
て
あ
ま
し
て
デ
ッ
キ

へ
出
る
の
で
あ
り
︑
物
語
を
動
か
す
突
発
的
な
行
動
が
︑
主
要
人
物
の
強
い

自
尊
心
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
︒

嫉
妬
も
同
様
で
あ
る
︒
カ
メ
ラ
マ
ン
の
木
崎
に
と
っ
て
当
初
︑
陽
子
は
被

写
体
と
し
て
魅
力
的
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
結
婚
前
に
男
性
関
係
の
あ
っ

た
亡
妻
の
八
重
子
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
陽
子
へ
の
見
方
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
︒

す
な
わ
ち
﹁
一
昨
年
八
重
子
が
死
ん
で
し
ま
つ
て
も
︑
消
え
て
し
ま
は
ず
﹂

存
在
し
た
﹁
嫉
妬
の
火
﹂
が
︑
﹁
十
番
館
へ
来
て
は
じ
め
て
陽
子
を
見
た
途

端
︑
再
び
燃
え
上
つ
た
﹂
こ
と
で
︑
彼
女
に
注
目
し
始
め
た
の
で
あ
る
︒
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ま
た
終
盤
︑
行
き
場
の
な
い
芳
子
は
京
吉
に
連
れ
ら
れ
て
︑
陽
子
の
家
に

行
く
︒
が
︑
そ
こ
で
京
吉
と
陽
子
の
親
し
さ
を
感
じ
る
と
︑
あ
て
も
な
く

去
っ
て
し
ま
う
︒
﹁
い
き
な
り
︑
飛
び
出
し
た
の
は
自
分
で
も
思
い
が
け
ぬ

嫉
妬
で
あ
ら
う
か
﹂
︵
﹁
走
馬
燈
︵
七
︶
﹂
︶
︒
そ
し
て
そ
の
芳
子
の
様
子
を
浮

気
相
手
の
銀
ち
ゃ
ん
が
見
か
け
る
と
い
う
偶
然
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
︒

さ
ら
に
︑
貴
子
の
元
パ
ト
ロ
ン
で
脱
獄
囚
の
銀
造
は
︑
当
初
は
娘
の
チ
マ

子
に
会
い
に
大
阪
か
ら
京
都
へ
行
こ
う
と
し
て
い
た
︒
だ
が
ホ
ー
ム
で
以
前

か
ら
嫉
妬
し
て
い
た
現
パ
ト
ロ
ン
の
章
三
を
見
か
け
る
︒
﹁
顔
を
見
れ
ば
︑

さ
す
が
に
年
甲
斐
も
な
い
こ
の
男
か
と
嫉
妬
が
起
つ
た
﹂
︵
﹁
登
場
人
物

︵
二
︶
﹂
︶
相
手
で
あ
る
︒
だ
か
ら
銀
造
は
貴
子
を
求
め
て
京
都
に
行
く
︒
が
︑

貴
子
と
章
三
は
東
京
行
き
の
汽
車
の
中
に
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
自
尊
心
や

嫉
妬
心
が
複
数
の
﹁
偶
然
﹂
に
必
然
性
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
う
し
た
﹁
偶
然
﹂
の
物
語
は
︑
何
を
目
的
と
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
︒
語
り
手
は
﹁
登
場
人
物
︵
九
︶
﹂
で
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒

こ
の
物
語
も
は
や
八
十
五
回
に
及
ん
だ
が
︑
し
か
し
︑
時
間
的
に
は

一
昼
夜
の
出
来
事
を
し
か
語
つ
て
ゐ
ず
︑
げ
ん
に
新
し
い
事
件
と
新
し

い
登
場
人
物
を
載
せ
た
汽
車
が
東
京
へ
向
つ
て
進
行
し
て
ゐ
る
間
に
︑

京
都
で
も
い
か
な
る
事
件
が
い
か
な
る
人
物
に
よ
つ
て
進
行
さ
せ
ら
れ

て
ゐ
る
か
︑
予
測
の
限
り
で
は
な
い
︒

そ
し
て
︑
こ
の
こ
と
は
結
局
︑
偶
然
と
い
ふ
も
の
の
可
能
性
を
追
究

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
︑
世
相
を
泛
び
上
ら
せ
よ
う
と
い
ふ
作
者
の
試
み

の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
同
時
に
ま
た
︑
偶
然
の
網
に
ひ

つ
掛
つ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
世
相
が
う
ん
だ
人
間
の
一

人
と
し
て
︑
い
や
日
本
人
の
一
人
と
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
物
語
の

主
人
公
た
り
得
る
の
だ
と
要
求
す
る
こ
と
が
︑
作
者
の
足
を
い
や
応
な

し
に
彼
等
の
周
囲
に
ひ
き
と
ど
め
て
︑
駈
足
で
時
間
的
に
飛
躍
し
て
行

か
う
と
す
る
作
者
を
さ
ま
た
げ
る
の
だ
と
も
言
へ
よ
う
︒

傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
お
い
て
︑
﹁
偶
然
﹂
に
よ
っ
て
﹁
世
相
﹂
を
描
こ

う
と
い
う
ね
ら
い
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒
重
要
な
こ
と
は
︑
こ
の
よ
う
に

﹁
作
者
﹂
が
作
中
に
現
れ
る
仕
掛
け
も
︑
世
相
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

ど
う
い
う
こ
と
か
︒
作
中
に
作
家
が
登
場
し
て
作
品
の
意
図
を
示
す
こ
と

で
︑
一
般
的
な
小
説
に
比
べ
て
︑
虚
構
と
現
実
と
の
区
分
が
曖
昧
に
な
る
︒

ま
し
て
︑
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
単
行
本
で
も
雑
誌
で
も
な

く
新
聞
で
あ
る
︒
新
聞
小
説
の
特
徴
の
一
つ
に
︑
小
説
以
外
の
記
事
や
広
告

と
同
一
平
面
上
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
読
者
は

虚
構
を
︑
虚
構
以
外
の
も
の
と
同
時
に
視
野
に
入
れ
て
読
む
の
だ
︒

物
理
的
に
も
︑
虚
構
と
現
実
と
の
距
離
が
非
常
に
小
さ
い
︒
そ
こ
に
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
構
造
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
紙
面
に
反

映
す
る
︿
世
相
﹀
を
小
説
に
組
み
こ
み
や
す
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄
が
︑
新
聞
の
読
ま
れ
方
に
意

識
的
な
新
聞
小
説
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
︒

新
聞
は
誰
で
も
読
む
︒
︵
中
略
︶
し
か
し
︑
同
じ
新
聞
を
同
じ
時
に
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ひ
ら
い
て
も
︑
一
番
さ
き
に
眼
に
は
い
る
の
が
︑
同
じ
記
事
だ
と
は
限

ら
ず
︑
某
侯
爵
邸
の
売
物
の
広
告
が
何
よ
り
も
先
に
ぱ
ッ
と
眼
に
は
い

る
の
は
︑
余
ほ
ど
の
偶
然
で
あ
ら
う
︒
︵
﹁
東
京
へ
︵
四
︶
﹂
︶

猫
も
杓
子
も
新
聞
を
読
む
︒
同
じ
記
事
を
読
ん
で
ゐ
る
︒
︵
中
略
︶

わ
れ
わ
れ
が
思
つ
て
ゐ
る
以
上
に
︑
ひ
と
び
と
は
一
番
さ
き
に
新
聞

の
同
じ
欄
を
見
る
だ
ら
う
し
︑
ま
た
︑
わ
れ
わ
れ
が
思
つ
て
ゐ
る
以
上

に
︑
ひ
と
び
と
が
一
番
さ
き
に
見
る
欄
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
違
つ
て
ゐ
る
の

だ
︒
︵
﹁
身
上
相
談
︵
一
︶
﹂
︶

新
聞
小
説
で
︑
新
聞
の
読
ま
れ
方
の
多
様
性
が
語
ら
れ
る
︒
こ
の
新
聞
小

説
に
は
︑
他
の
記
事
や
広
告
と
同
じ
平
面
で
読
ま
れ
る
こ
と
で
起
こ
る
﹁
偶

然
﹂
へ
の
自
覚
が
あ
る
︒
そ
し
て
実
際
に
虚
実
の
境
界
が
乗
り
越
え
ら
れ
る

と
き
に
は
︑
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
構
造
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
︒

語
り
の
水
準
の
侵
犯
が
珍
し
い
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
織
田
が
﹁
東
京
新

聞
﹂
宛
の
手
紙
で
挙
げ
て
い
た
ジ
イ
ド
の
﹃
贋
金
つ
く
り
﹄
だ
け
で
な
く
︑

日
本
で
も
一
〇
年
ほ
ど
前
に
︑
太
宰
治
︑
石
川
淳
︑
高
見
順
ら
が
積
極
的
に

試
み
て
い
た
︒
新
聞
小
説
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
先
例
と
し
て
も
︑

た
と
え
ば
高
見
順
﹃
東
橋
新
誌
﹄
︵
﹁
東
京
新
聞
﹂
一
九
四
三
・
一
〇
・
三
〇

～
一
九
四
四
・
四
・
六
︶
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
織
田
の
新
聞
小
説
の
場

合
︑
紙
面
と
重
な
る
︿
世
相
﹀
を
作
中
に
取
り
こ
む
こ
と
で
︑
創
作
欄
と
他

の
記
事
と
の
境
界
を
低
く
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
︒
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
と
︑

紙
面
の
他
の
欄
の
利
用
︒
織
田
が
新
聞
小
説
で
く
り
返
し
た
二
つ
の
手
法
は
︑

︿
世
相
﹀
を
描
く
目
的
に
お
い
て
連
繋
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

三

﹃
土
曜
夫
人
﹄
と
新
聞

織
田
は
﹃
土
曜
夫
人
﹄
に
お
い
て
︑
新
聞
小
説
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
技
法

を
試
み
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
処
女
の
貞
操
の
危
機
で
引
き
つ
け
る
こ
と
が

あ
る
︒
そ
れ
は
小
杉
天
外
﹃
魔
風
恋
風
﹄
︵
﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
〇
三
・
二
・

二
五
～
九
・
一
六
︶
︑
菊
池
寛
﹃
真
珠
夫
人
﹄
︵
﹁
東
京
日
日
新
聞
／
大
阪
毎

日
新
聞
﹂
一
九
二
〇
・
六
・
九
～
一
二
・
二
二
︶
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
よ
う

に
︑
明
治
大
正
期
以
来
の
新
聞
小
説
の
常
套
手
段
だ
と
言
え
る
︒
織
田
も

﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
で
既
に
同
じ
技
法
を
使
っ
て
い
る
︒
﹃
土
曜
夫
人
﹄

で
も
︑
﹁
走
馬
燈
︵
十
︶
﹂
に
陽
子
が
京
吉
に
挑
ま
れ
る
場
面
が
あ
る
︒

も
っ
と
も
﹃
土
曜
夫
人
﹄
の
場
合
︑
性
的
な
表
現
と
し
て
主
に
注
目
さ
れ

た
の
は
︑
貴
子
の
描
写
で
あ
る
︒
春
隆
や
章
三
に
し
な
だ
れ
か
か
る
貴
子
の

﹁
四
十
女
の
色
気
﹂
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
︑
さ
ら
に
﹁
貴
族
︵
一
︶
﹂
な
ど

の
小
磯
良
平
の
挿
絵
に
半
裸
の
貴
子
が
描
か
れ
る
こ
と
で
︑
男
を
誘
惑
す
る

貴
子
の
姿
は
読
者
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
た
め
に
﹁
新
聞
小
説
の
卑
猥
化
﹂
が
問
題
視
さ
れ
る
ま
で
に
な
る
︒

一
九
四
六
年
一
〇
月
二
四
日
付
﹁
日
本
新
聞
報
﹂
に
は
︑
﹁
新
聞
小
説
の
卑

猥
化

各
方
面
の
意
見
を
聴
く
﹂
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
︑
﹁
憤
慨
に
絶
え

ぬ
﹂
と
い
う
一
高
校
長
の
天
野
貞
祐

お
よ
び
﹁
読
者
も
有
難
迷
惑
﹂
と
い
う

丹
羽
文
雄
の
談
話
が
載
っ
た
︒
た
だ
し
︑
併
載
さ
れ
た
﹁
教
科
書
で
な
い
﹂

と
い
う
読
売
新
聞
文
化
部
長
の
原
四
郎
の
談
話
で
は
︑
﹁
織
田
作
之
助
の
文

学
が
エ
ロ
文
学
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
ふ
点
に
つ
い
て
︑
私
個
人
と
し
て
は

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
文
学
で
あ
つ
て
舟
橋
聖
一
や
邦
枝
完
二
の
エ
ロ
文
学
と
混
同
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し
た
く
な
い
﹂
と
擁
護
さ
れ
た
︒
ま
た
﹁
営
業
的
に
は
確
か
に
成
功
で
あ
り
︑

販
売
の
方
で
は
非
常
に
喜
ん
で
ゐ
る
﹂
し
︑
﹁
こ
ん
な
小
説
は
家
庭
に
入
れ

ら
れ
な
い
﹂
と
い
ふ
逆
説
的
な
抗
議
も
あ
る
が
︵
中
略
︶
新
聞
小
説
と
し
て

圧
倒
的
な
成
功
で
は
な
い
ま
で
も
一
面
に
は
新
し
い
分
野
を
開
い
て
ゐ
る
と

自
負
す
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

と
は
い
え
︑
性
的
関
心
を
煽
っ
た
こ
と
は
︑
作
家
仲
間
か
ら
も
評
判
が
悪

か
っ
た
︒
そ
れ
は
高
見
順
の
一
九
四
六
年
一
一
月
二
二
日
付
の
日
記
︵
�

︶
に
お
け

る
﹁
織
田
君
を
私
は
全
面
的
に
認
め
な
い
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
﹁
土
曜
夫

人
﹂
は
︑
い
か
ん
！

痴
態
と
媚
態
以
外
に
何
も
な
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
い

う
言
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒

し
か
し
﹃
土
曜
夫
人
﹄
は
﹁
痴
態
と
媚
態
﹂
を
中
心
に
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
︒
前
述
の
よ
う
な
貴
子
の
描
写
を
︑
語
り
手
は
滑
稽
化
し
て
も
い
る
︒

し
か
し
︑
彼
女
は
そ
の
服
装
で
は
︑
一
つ
だ
け
失
敗
し
て
ゐ
た
︒
彼

女
の
服
装
が
時
に
滑
稽
に
見
え
る
と
い
ふ
こ
と
に
︑
気
が
つ
か
な
か
つ

た
の
だ
︒
こ
れ
は
重
大
な
手
落
ち
だ
︒
す
く
な
く
と
も
︑
春
隆
は
そ
ん

な
貴
子
の
恰
好
を
見
て
︑
噴
き
出
し
た
く
な
つ
て
ゐ
た
︒
︵
﹁
貴
族

︵
二
︶
﹂
︶

貴
子
は
語
り
手
に
迂
闊
さ
を
指
摘
さ
れ
︑
誘
惑
相
手
に
影
で
笑
わ
れ
て
い

る
︒
性
的
な
興
奮
を
煽
る
効
果
は
薄
め
ら
れ
て
い
る
︒
織
田
に
と
っ
て
﹁
痴

態
と
媚
態
﹂
は
︑
読
者
を
引
き
つ
け
る
た
め
の
技
巧
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

む
し
ろ
織
田
が
工
夫
を
凝
ら
し
た
の
は
︑
紙
面
と
の
連
動
で
あ
る
︒
む
ろ

ん
現
実
の
世
界
を
報
じ
る
紙
面
と
の
連
動
は
︑
多
く
の
新
聞
小
説
で
な
さ
れ

て
き
た
︒
し
か
し
こ
の
小
説
で
は
︑
極
め
て
多
様
な
角
度
か
ら
︑
積
極
的
に

な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

ま
ず
︑
政
治
欄
と
の
関
わ
り
が
あ
る
︒
小
説
に
は
︑
陽
子
の
父
の
鉱
三
が
︑

金
融
封
鎖
反
対
論
を
説
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
︵
﹁
夜
の
花
︵
三
︶
﹂
︶
︒

そ
の
一
ヶ

月
ほ
ど
前
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
で
は
︑
加
藤
勘
十
と
い
う
社
会
党
議

員
の
反
対
論
が
記
事
に
な
っ
て
い
た
︵
﹁
金
融
措
置
令
改
正
と
各
党
の
態
度

社
会
党

全
面
的
に
反
対

加
藤
勘
十
氏
談
﹂
︵
﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
四
六
・

八
・
一
一
︶
し
た
が
っ
て
当
時
の
読
者
は
︑
作
中
人
物
の
意
見
と
︑
過
去
に

実
際
あ
っ
た
紙
面
と
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
︒

広
告
欄
と
の
関
わ
り
も
あ
る
︒
﹁
東
京
へ
︵
三
︶
﹂
に
お
い
て
︑
章
三
は
新

聞
を
広
げ
て
︑
﹁
売
邸
︑
某
侯
爵
邸
︑
東
京
近
郊
⁝
⁝
﹂
と
い
う
広
告
に
目

を
と
め
る
︒
こ
れ
と
よ
く
似
た
広
告
が
︑
実
際
に
﹁
読
売
新
聞
﹂
に
あ
っ
た
︒

九
月
六
日
第
二
面
に
は
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄
第
八
回
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
二
段
上
に
︑
﹁
某
侯
爵
邸
分
譲
﹂
の
広
告
が
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る

︻
図
参
照
︼
︒
同
じ
新
聞
の
同
じ
面
の
近
く
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
﹃
土

曜
夫
人
﹄
の
読
者
の
大
半
が
こ
の
広
告
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

連
載
中
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
の
広
告
欄
に
は
︑
ダ
ン
サ
ー
の
募
集
や
カ
メ
ラ

の
売
却
な
ど
︑
他
に
も
作
品
に
登
場
す
る
事
物
が
載
っ
て
い
た
︒
そ
の
点
で

も
新
聞
読
者
は
作
品
世
界
を
リ
ア
ル
に
受
け
取
り
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
︒

こ
れ
ら
広
告
欄
と
創
作
欄
と
の
関
わ
り
は
︑
偶
然
の
要
素
が
大
き
い
︒
作

家
に
制
御
で
き
る
こ
と
は
少
な
い
︒
し
か
し
︑
地
方
紙
に
お
い
て
広
告
欄
と
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︻
図
︼
﹁
読
売
新
聞
﹂
一
九
四
六
年
九
月
六
日
第
二
面

創
作
欄
と
の
相
互
作
用
を
活
用
し
て
い
た
織
田
は
︑
そ
の
よ
う
な
偶
然
を
引

き
起
こ
す
仕
掛
け
を
大
量
に
仕
込
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
織
田
が
紙
面
と
の
対
応
を
直
接
的
に
意
図
し
た
場
合
も
あ
る
︒
そ

れ
は
社
会
欄
と
の
関
わ
り
か
ら
う
か
が
え
る
︒
﹁
兄
ち
や
ん
︵
四
︶
﹂
で
︑
京

吉
と
カ
ラ
子
は
﹁
お
れ
と
一
緒
に
歩
く
と
︑
誘
拐
さ
れ
る
ぞ
！
﹂
﹁
う
ん
︒

兄
ち
や
ん
誘
拐
し
て
！
﹂
と
い
う
会
話
を
す
る
︒
な
ぜ
こ
こ
で
﹁
誘
拐
﹂
が

強
調
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
﹁
キ
ヤ
ツ
キ
ヤ
ツ
団
︵
一
︶
﹂
で
京
吉
は
︑

﹁
間
抜
け
た
ポ
リ
的
︵
巡
査
︶
も
あ
つ
た
も
ん
だ
︒
お
れ
を
樋
口
だ
と
思
ひ

や
が
る
ん
だ
よ
︒
円
山
公
園
感
じ
悪
い
よ
︒
う
つ
か
り
女
の
子
連
れ
て
歩
く

と
︑
ひ
で
え
眼
に
会
ふ
﹂
と
言
う
︒
こ
の
﹁
樋
口
﹂
と
は
誰
な
の
か
︒

現
在
の
読
者
が
予
備
知
識
な
し
に
読
む
と
浮
か
ぶ
こ
れ
ら
の
疑
問
は
︑
連

載
当
時
の
新
聞
読
者
に
は
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
︒
一
九
四
六
年
九

月
に
は
︑
世
を
大
い
に
騒
が
せ
た
誘
拐
事
件
が
あ
り
︑
そ
の
犯
人
が
﹁
樋

口
﹂
と
い
う
名
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
﹁
住
友
本
家
の
令
嬢
︑
学
校
前
か
ら

誘
拐
さ
る
﹂
︵
一
九
四
六
・
九
・
一
九
︶
︑
﹁
誘
拐
魔
樋
口
捕
る

岐
阜
県
付

知
の
雑
貨
店
に
宿
泊

住
友
邦
子
さ
ん
は
無
事
﹂
︵
一
九
四
六
・
九
・
二
四
︶

と
い
っ
た
記
事
が
﹃
土
曜
夫
人
﹄
と
同
じ
面
で
報
道
さ
れ
続
け
て
い
た
︒
織

田
は
︑
旧
財
閥
の
令
嬢
が
誘
拐
さ
れ
る
︑
と
い
う
敗
戦
後
の
混
乱
を
象
徴
す

る
ニ
ュ
ー
ス
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
︑
紙
面
に
お
け
る
虚
構
と
現
実
と
の
壁

を
薄
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

逆
に
︑
紙
面
の
他
の
記
事
が
創
作
欄
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る

例
も
あ
る
︒
連
載
当
時
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
で
は
︑
折
に
触
れ
て
掲
載
さ
れ
る

文
化
欄
も
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄
と
同
じ
面
に
載
っ
た
︒
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
﹁
日

本
の
﹁
実
存
主
義
﹂
運
動
﹂
︵
一
九
四
六
・
一
一
・
一
八
︶
で
あ
る
︒
そ
こ

に
は
坂
口
安
吾
﹁
肉
体
自
体
が
思
考
す
る
﹂
と
伊
吹
武
彦
﹁
サ
ル
ト
ル
談

義
﹂
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
安
吾
は
﹁
織
田
作
之
助
君
な
ど
も
︑
明
確
に
思

考
す
る
肉
体
自
体
と
い
ふ
こ
と
を
狙
つ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
﹂
と
し
て

﹁
こ
れ
か
ら
の
文
学
が
︑
思
考
す
る
肉
体
自
体
の
言
葉
の
発
見
に
か
ゝ
つ
て

ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
︑
こ
の
真
実
の
発
見
に
よ
つ
て
始
め
て
新
た
な
︑
真
実
な

モ
ラ
ル
が
あ
り
う
る
こ
と
を
私
は
確
信
す
る
﹂
と
述
べ
た
︒
ま
た
︑
伊
吹
は
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﹁
敗
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
暗
さ
と
苦
悶
は
日
本
の
そ
れ
と
大
差
は
な
い
︒
し

か
も
日
本
で
は
こ
の
暗
さ
と
苦
悩
が
文
学
的
に
一
体
何
を
生
ん
だ
か
︑
何
も

生
み
は
し
な
か
つ
た
︑
た
か
だ
か
第
二
封
鎖
級
の
老
大
家
の
作
品
が
も
の
め

づ
ら
し
げ
に
取
り
出
さ
れ
た
ほ
か
︑
僅
か
に
織
田
作
之
助
︑
坂
口
安
吾
の
作

品
︱
こ
れ
を
新
円
級
と
い
つ
て
は
無
礼
に
な
る
︱
が
な
に
も
の
か
を
ほ
の
か

に
暗
示
し
つ
つ
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た
︒

こ
れ
ら
は
先
に
あ
げ
た
﹁
卑
猥
化
﹂
へ
の
批
判
に
対
す
る
︑
新
聞
社
側
の

理
論
武
装
に
も
見
え
る
︒
だ
が
人
気
急
上
昇
中
の
作
家
と
三
高
の
フ
ラ
ン
ス

文
学
者
が
共
に
︑
織
田
の
名
前
を
出
し
た
上
で
新
し
い
文
学
を
語
っ
て
お
り
︑

同
じ
紙
面
で
﹃
土
曜
夫
人
﹄
が
連
載
さ
れ
て
い
た
事
実
は
見
過
ご
せ
な
い
︒

な
る
ほ
ど
安
吾
と
伊
吹
の
専
門
的
な
意
見
を
咀
嚼
で
き
た
読
者
は
多
く
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
彼
ら
の
言
説
に
よ
っ
て
︑
読
者
は
同
じ
面
で
小

説
を
連
載
し
て
い
る
作
家
が
﹁
肉
体
﹂
を
描
く
こ
と
に
︑
思
想
的
な
意
味
が

あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
は
作
品
の
内
容
だ
け
で
な
く
︑

方
法
や
構
造
を
楽
し
む
視
座
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹃
土
曜
夫
人
﹄
に
は
︑
初
出
紙
面
で
読
む
こ
と
で
際
立
つ
面

白
さ
が
あ
る
︒
が
︑
必
ず
し
も
良
い
話
ば
か
り
で
は
な
い
︒
家
庭
欄
と
の
関

わ
り
を
見
た
い
︒
﹁
身
上
相
談
︵
一
︶
﹂
で
︑
坂
野
は
新
聞
の
身
上
相
談
欄
を

読
む
︒
そ
こ
に
復
員
し
て
き
た
男
性
の
相
談
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
男
性
は
出

征
中
に
︑
あ
る
巡
査
に
妻
と
関
係
を
持
た
れ
︑
金
を
使
わ
れ
︑
子
ど
も
を
連

れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
記
事
を
読
ん
で
坂
野
は
憤
慨
す
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
初
出
で
﹃
土
曜
夫
人
﹄
を
読
ん
だ
読
者
が
︑
違
和
感
を

覚
え
か
ね
な
い
場
面
で
あ
っ
た
︒
先
に
取
り
あ
げ
た
︑
章
三
が
新
聞
で
広
告

を
見
る
場
面
の
面
白
さ
は
︑
作
中
人
物
が
新
聞
を
読
む
視
線
と
︑
読
者
が
新

聞
を
見
る
視
線
と
が
重
な
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
﹁
偶
然
﹂
に
人
生
を
賭
け
る

作
中
人
物
と
︑
読
者
の
視
線
と
が
﹁
偶
然
﹂
一
致
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
坂
野
が
新
聞
を
読
む
場
面
は
逆
で
あ
る
︒
当
時
の
﹁
読
売
新

聞
﹂
に
﹁
身
上
相
談
欄
﹂
は
存
在
し
な
い
︒
今
で
言
う
家
庭
欄
的
な
記
事
は

皆
無
で
は
な
い
し
︑
読
者
の
声
を
拾
う
投
書
欄
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
し

か
し
身
上
相
談
欄
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
坂
野
の
読
む
新
聞
と
︑
同
時
代

読
者
の
目
の
前
に
あ
っ
た
新
聞
と
は
異
な
る
︒
作
中
人
物
と
読
者
と
の
新
聞

を
読
む
視
線
の
ず
れ
が
露
わ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
︒

実
は
︑
こ
の
﹁
身
上
相
談
﹂
は
別
の
新
聞
の
記
事
を
参
照
し
て
書
か
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
一
九
四
六
年
九
月
二
三
日
付
﹁
夕
刊
新
大
阪
﹂
第
二
面
に

掲
載
さ
れ
た
﹁
人
生
案
内

出
征
中
に
巡
査
が
妻
を

復
員
恐
れ
て
嬰
児
と

逃
去
る
﹂
で
あ
る
︒
紙
幅
の
関
係
上
長
く
は
引
用
で
き
な
い
が
︑
﹃
土
曜
夫

人
﹄
で
﹁
問
︱
︱
私
の
出
征
中
︑
妻
は
︑
御
主
人
は
前
線
か
ら
帰
り
ま
せ
ん

よ
と
い
ふ
一
巡
査
の
言
葉
に
偽
は
ら
れ
て
︑
不
倫
の
関
係
に
陥
り
︑
つ
ひ
に

子
供
ま
で
出
来
て
し
ま
つ
た
の
で
し
た
﹂
と
始
ま
る
相
談
が
︑
﹁
夕
刊
新
大

阪
﹂
の
﹁
問
私
の
出
征
中
︑
妻
は
﹁
前
線
か
ら
帰
ら
れ
な
い
﹂
と
い
ふ
一
巡

査
の
言
葉
に
偽
は
ら
れ
て
不
倫
の
関
係
に
陥
り
︑
遂
に
子
供
ま
で
出
来
て
し

ま
つ
た
の
で
し
た
﹂
と
い
う
相
談
を
元
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒

織
田
は
︑
や
は
り
敗
戦
後
の
混
乱
を
象
徴
す
る
︑
実
際
に
新
聞
に
載
っ
た

手
紙
を
用
い
る
こ
と
で
︑
作
品
世
界
に
現
実
性
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
︒
内
容
は
先
に
述
べ
た
嫉
妬
の
モ
チ
ー
フ
と
も
つ
な
が
る
し
︑
こ
の

あ
と
坂
野
は
妻
の
芳
子
を
銀
ち
ゃ
ん
に
寝
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と
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い
う
構
成
の
妙
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
坂
野
の
読
む
新
聞
と
︑
読
者
の
目
の
前

に
あ
る
新
聞
と
の
齟
齬
は
決
定
的
で
あ
る
︒

織
田
は
地
方
新
聞
で
︑
紙
面
と
連
動
さ
せ
た
小
説
で
成
功
し
た
︒
そ
の
勢

い
で
﹁
読
売
新
聞
﹂
で
も
紙
面
と
連
動
す
る
効
果
を
使
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

織
田
は
小
説
に
地
方
新
聞
の
記
事
を
も
取
り
こ
ん
で
い
る
︒
そ
の
結
果
ず
れ

も
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
︒
そ
し
て
︑
ず
れ
は
こ
の
部
分
だ
け
で
は
な
い
︒

﹁
暮
色
︵
九
︶
﹂
に
は
︑
チ
マ
子
の
父
で
貴
子
の
元
旦
那
で
あ
る
銀
造
が
︑

大
阪
の
拘
置
所
か
ら
の
集
団
脱
走
の
流
れ
に
乗
る
場
面
が
あ
る
︒
こ
れ
も
実

際
に
あ
っ
た
事
件
を
元
に
し
て
い
る
︒
一
九
四
六
年
八
月
一
三
日
付
の
﹁
読

売
新
聞
﹂
で
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
︒

た
だ
︑
そ
の
﹁
百
卅
名
を
逮
捕

大
阪
の
集
団
脱
走
﹂
と
い
う
記
事
は
非

常
に
小
さ
い
︒
二
面
の
下
の
方
に
一
段
で
九
行
で
あ
る
︒
翌
日
以
降
に
続
報

も
な
い
︒
当
時
の
﹁
読
売
新
聞
﹂
は
も
っ
ぱ
ら
関
東
地
方
で
読
ま
れ
て
い
た

た
め
︑
ニ
ュ
ー
ス
バ
リ
ュ
ー
が
小
さ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
︑
事
件
が
起
こ
っ
た
大
阪
で
は
パ
ニ
ッ
ク
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
当

時
の
﹁
朝
日
新
聞
﹂
の
東
京
版
と
大
阪
版
を
比
較
す
る
と
︑
東
西
の
差
異
が

鮮
明
に
な
る
︒
八
月
一
二
日
付
東
京
版
の
記
事
は
︑
第
二
面
中
央
下
段
に
︑

二
段
抜
き
の
大
き
さ
で
あ
る
︒
同
日
の
大
阪
版
の
記
事
は
︑
第
二
面
最
上
段

右
端
に
︑
三
段
抜
き
の
大
き
さ
で
あ
る
︒
大
阪
版
で
は
翌
日
も
翌
々
日
も
︑

関
連
す
る
報
道
が
続
く
︒
が
︑
東
京
版
は
こ
の
一
回
で
終
わ
り
で
あ
る
︒

大
阪
の
地
方
新
聞
は
︑
も
ち
ろ
ん
大
々
的
に
取
り
あ
げ
て
い
た
︒
た
と
え

ば
﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
の
一
九
四
六
年
八
月
一
二
日
の
紙
面
で
は
︑
一
面
の

題
字
の
横
︑
最
上
段
右
端
と
い
う
最
も
読
者
の
目
に
付
き
や
す
い
位
置
に
記

事
が
置
か
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
翌
日
も
翌
々
日
も
︑
脱
走
者
が
何
人
捕
ま
っ

た
の
か
︑
責
任
の
所
在
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
っ
た
報
道
が
な
さ
れ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
ら
は
関
東
圏
の
読
者
に
は
馴
染
み
の
な
い
話
で
あ
る
︒
そ

の
た
め
︑
大
阪
の
脱
獄
事
件
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
も
︑
現
実
と
虚
構
が
入
り

交
じ
る
感
覚
は
生
ま
れ
な
い
︒
ま
た
︑
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
持
て
る
は
ず
の

近
畿
圏
の
読
者
に
は
︑
新
聞
が
行
き
渡
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

も
は
や
織
田
を
取
り
巻
く
状
況
は
︑
地
元
の
新
聞
で
思
い
つ
く
ま
ま
に

や
っ
て
い
た
頃
と
は
変
わ
っ
て
い
た
︒
京
都
で
﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
を

書
い
て
い
た
頃
に
支
持
さ
れ
た
︑
土
地
の
名
前
や
店
の
名
前
を
次
々
に
作
中

に
持
ち
こ
む
方
法
も
︑
広
範
囲
で
読
ま
れ
て
い
る
新
聞
で
は
使
い
に
く
い
︒

記
事
と
広
告
と
創
作
が
言
及
し
合
う
︑
地
方
夕
刊
紙
時
代
に
見
ら
れ
た
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
は
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

現
実
の
時
間
と
の
不
一
致
も
見
逃
せ
な
い
︒
脱
走
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は

八
月
で
あ
る
︒
誘
拐
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
九
月
で
あ
る
︒
だ
か
ら
銀
造
が

脱
走
す
る
頃
に
︑
京
吉
が
﹁
樋
口
﹂
を
語
る
の
は
︑
辻
褄
が
合
わ
な
い
︒
織

田
は
現
実
の
事
件
を
取
り
こ
む
上
で
︑
複
数
の
事
件
を
圧
縮
す
る
こ
と
で
濃

厚
な
雰
囲
気
を
作
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
方
法
が
生
む
齟

齬
は
︑
注
意
深
い
読
者
に
抵
抗
を
覚
え
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
齟
齬
は
︑
織
田
が
執
筆
し
な
が
ら
構
想
を
練
っ
て
い
た
た
め

に
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
﹁
文
学
的
饒
舌
﹂
︵
﹁
文
学
雑
誌
﹂
一
九
四

七
・
二
︶
に
は
︑
﹁
題
を
決
め
る
の
に
一
日
︑
構
想
を
考
え
る
の
に
一
日
︑

た
の
ま
れ
て
か
ら
書
き
出
す
ま
で
に
二
日
し
か
費
さ
な
か
つ
た
﹂
と
あ
る
︒

準
備
不
充
分
な
ま
ま
書
き
始
め
ら
れ
た
の
は
﹃
十
五
夜
物
語
﹄
﹃
そ
れ
で
も
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私
は
行
く
﹄
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
安
易
な
態
度
で
は
じ
め
た
の

だ
が
﹂
途
中
か
ら
は
︑
﹁
決
然
と
し
て
︑
こ
の
作
品
に
全
精
力
を
打
ち
こ
む

覚
悟
を
き
め
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
し
だ
い
に
意
気
ご
み
が
変
わ
っ
て
く
る
︒

小
説
が
執
筆
過
程
で
少
な
か
ら
ず
変
化
し
た
こ
と
は
︑
青
山
光
二
へ
の
手

紙
か
ら
も
わ
か
る
︒
﹁
昭
和
二
十
一
年
九
月

日
﹂
付
の
書
簡
で
は
︑
﹁
筋
の

見
通
し
ま
だ
コ
ン
ト
ン
と
し
て
全
く
つ
か
な
い
︒
春
隆
の
妹
が
六
十
回
あ
た

り
で
出
て
来
る
予
定
だ
が
︑
こ
れ
が
章
三
と
二
人
で
あ
る
意
味
の
主
人
公
に

な
る
だ
ろ
う
﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
同
年
﹁
一
〇
月

日
﹂
付

の
書
簡
で
は
︑
﹁
九
十
回
目
あ
た
り
で
侯
爵
の
妹
が
出
て
来
て
︑
章
三
と
意

外
な
事
件
を
起
し
︑
結
局
こ
れ
が
小
説
の
ヤ
マ
に
な
る
の
と
︑
八
十
回
前
後

で
︑
貴
子
の
前
の
パ
ト
ロ
ン
が
刑
務
所
を
脱
走
す
る
事
件
が
重
要
﹂
だ
と
語

ら
れ
て
い
る
︒
わ
ず
か
一
ヶ

月
で
︑
乗
竹
信
子
の
登
場
場
面
が
三
〇
回
分
も

遅
れ
た
︒
そ
れ
だ
け
構
想
が
変
化
し
た
の
で
あ
る
︒

結
局
︑
織
田
は
倒
れ
て
﹃
土
曜
夫
人
﹄
を
書
き
終
え
ら
れ
な
か
っ
た
︒
た

だ
し
﹁
読
売
﹂
か
ら
は
年
内
で
の
打
ち
切
り
を
通
告
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
後
さ
ら
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
先
の
展
開
が
予
測
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
︒
﹁
鳩
︵
七
︶
﹂
に
は

﹁
葉
子
は
階
段
を
降
り
て
行
き
な
が
ら
何
か
し
ら
も
う
一
度
こ
の
ア
パ
ー
ト

へ
や
つ
て
来
る
こ
と
が
あ
り
さ
う
な
気
持
に
︑
ふ
つ
と
ゆ
す
ぶ
ら
れ
て
ゐ

た
﹂
と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
陽
子
と
木
崎
は
再
会
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑

同
級
生
に
設
定
さ
れ
た
陽
子
と
乗
竹
信
子
も
会
う
だ
ろ
う
︒
京
吉
と
カ
ラ
子

も
東
京
に
行
こ
う
と
し
て
お
り
︑
カ
ラ
子
の
出
身
地
と
信
子
の
勤
め
先
が
同

じ
銀
座
で
あ
る
か
ら
︑
彼
ら
に
も
重
要
な
役
割
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒
銀
座

は
章
三
が
向
か
い
︑
貴
子
が
店
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
場
所
で
も
あ
る
︒
一

方
で
︑
冒
頭
で
茉
莉
が
死
を
選
ん
だ
理
由
は
謎
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
︒

伏
線
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
︒
織
田
に
プ
ロ
ッ
ト
の
腹
案
も
い
く
ら
か
は

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
も
変
更
が
予
定
さ
れ
て
い
た
︒
さ
ら

な
る
偶
然
の
﹁
可
能
性
﹂
を
期
待
さ
せ
た
ま
ま
残
し
て
い
る
小
説
だ
と
言
え

よ
う
︒
た
だ
新
聞
小
説
と
し
て
決
し
て
短
く
は
な
く
︑
敗
戦
直
後
の
︿
世

相
﹀
を
描
く
目
的
は
あ
る
程
度
ま
で
達
成
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒

あ
る
い
は
︑
た
と
え
完
結
し
て
い
て
も
︑
伏
線
は
回
収
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
︒
先
に
引
用
し
た
九
月
某
日
付
青
山
光
二
宛
書
簡
で
は
︑

﹁
最
後
ま
で
新
し
い
人
物
が
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
出
て
来
る
と
い
う
型
破
り
の

新
聞
小
説
に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
も
語
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
荒
正
人
は
︑
﹃
土

曜
夫
人
﹄
は
﹁
徹
頭
徹
尾
偶
然
で
組
み
立
て
ら
れ
た
︑
動
き
の
や
た
ら
に
お

ほ
い
小
説
で
あ
る
︒
前
後
の
脈
絡
な
ど
覚
え
て
ゐ
な
く
と
も
︑
そ
の
場
面
︑

場
面
を
愉
し
ん
で
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
そ
れ
で
す
む
の
で
あ
る
︵


︶
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒

要
す
る
に
︑
一
回
一
回
を
そ
の
つ
ど
楽
し
め
ば
そ
れ
で
よ
い
小
説
か
も
し

れ
な
い
︒
次
々
に
別
の
人
物
が
登
場
す
る
た
め
に
︑
継
続
的
に
読
ん
で
い
る

読
者
と
途
中
参
加
の
読
者
と
の
差
異
が
生
じ
に
く
い
︒
﹃
土
曜
夫
人
﹄
は
︑

ど
の
回
か
ら
読
ん
で
も
楽
し
み
や
す
い
と
い
う
意
味
で
も
﹁
偶
然
﹂
を
許
容

す
る
小
説
だ
っ
た
の
は
な
い
か
︒
な
に
し
ろ
新
聞
が
物
理
的
に
手
に
入
り
に

く
か
っ
た
時
代
で
あ
る
︒
序
盤
の
布
石
を
記
憶
し
︑
最
初
か
ら
最
後
ま
で
続

け
て
読
め
た
読
者
は
多
く
な
く
︑
作
家
も
期
待
し
づ
ら
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

﹃
土
曜
夫
人
﹄
が
連
載
さ
れ
て
い
た
時
期
︑
新
聞
社
は
第
二
次
読
売
新
聞

争
議
の
渦
中
に
あ
っ
た
︒
こ
の
事
件
が
織
田
の
視
野
に
入
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
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青
山
光
二
宛
の
手
紙
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
︒

単
一
ゼ
ネ
ス
ト
が
東
京
で
の
大
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
し

か
し
︑
ぼ
く
は
い
か
な
る
時
で
も
団
体
と
は
は
な
れ
て
行
動
し
︑
考
へ

る
男
だ
か
ら
︑
労
働
者
の
カ
ッ
サ
イ
を
は
く
し
た
り
︑
読
者
カ
ク
ト
ク

の
た
め
や
︑
東
宝
映
画
化
の
効
果
の
た
め
や
︑
他
の
新
聞
に
飛
び
つ
か

せ
る
た
め
に
︑
ぼ
く
が
命
を
す
り
へ
ら
し
て
書
い
て
ゐ
る
仕
事
を
中
断

さ
せ
よ
う
と
は
思
は
な
い
︒
︵
中
略
︶
ぼ
く
は
ヨ
ミ
ウ
リ
も
単
一
も
双

方
と
も
に
同
情
す
る
し
︑
双
方
と
も
に
同
情
し
な
い
︵
�

︶
︒

織
田
が
言
う
よ
う
に
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
縛
ら
れ
な
い
点
に
彼
が
描
い
た

︿
世
相
﹀
の
特
色
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
︒
し
か
し
敗
戦
直
後
の
こ
の
時
期
︑

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
対
立
が
社
会
に
強
く
反
映
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ

ろ
う
︒
い
わ
ゆ
る
二
・
一
ゼ
ネ
ス
ト
は
︑
﹃
土
曜
夫
人
﹄
連
載
終
了
か
ら

二
ヶ

月
も
経
た
ぬ
内
の
出
来
事
で
あ
る
︒
読
売
争
議
に
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
意
向
が

絡
ん
で
い
た
︒
だ
が
織
田
は
そ
う
し
た
世
の
動
き
に
は
無
関
心
で
あ
る
︒

織
田
は
あ
く
ま
で
形
而
下
の
現
実
を
描
こ
う
と
し
た
︒
そ
の
結
果
﹃
土
曜

夫
人
﹄
に
は
当
時
の
︿
世
相
﹀
が
濃
厚
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
ま
た
︑

敗
戦
直
後
の
記
憶
が
街
か
ら
消
え
て
い
っ
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
な
っ
て
︑

﹃
土
曜
夫
人
﹄
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
主
た
る
理
由
で
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
一

方
︑
発
表
当
時
に
お
い
て
既
に
懐
古
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
光
景
を
描

い
た
﹃
夫
婦
善
哉
﹄
は
︑
今
な
お
読
ま
れ
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

注
︵
�

︶

詳
細
は
拙
稿
﹁
織
田
作
之
助
﹃
そ
れ
で
も
私
は
行
く
﹄
論
︱
︱
﹁
京
都
日

日
新
聞
﹂
を
手
が
か
り
に
﹂
︵
﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
二
〇
一
二
・
一
〇
︶
と

﹁
織
田
作
之
助
﹃
夜
光
虫
﹄
論
︱
︱
﹁
大
阪
日
日
新
聞
﹂
を
手
が
か
り
に
﹂

︵
﹁
国
語
国
文
﹂
二
〇
一
五
・
一
二
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
�

︶
﹁
解
説
﹁
ウ
マ
い
と
い
う
こ
と
﹂
﹂
︵
﹃
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
七
巻
﹄

文
泉
堂
出
版
︑
一
九
九
五
・
三
︶

︵
�

︶

井
川
充
雄
﹃
戦
後
新
興
紙
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
﹄
世
界
思
想
社
︑
二
〇
〇
八
・
一
一
︑

九
九
︱
一
〇
一
頁

︵
�

︶

大
阪
都
市
遺
産
研
究
叢
書

別
集
�

関
西
大
学
大
阪
都
市
遺
産
研
究
セ

ン
タ
ー
︑
二
〇
一
三
・
三

︵
�

︶
﹃
定
本
織
田
作
之
助
全
集

第
八
巻
﹄
︑
文
泉
堂
出
版
︑
一
九
九
五
・
三
︒

以
下
︑
青
山
宛
の
書
簡
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
同
全
集
に
拠
る
︒

︵
	

︶
﹁
大
阪
文
学
﹂
一
九
六
九
・
四

︵
�

︶
﹃
終
戦
日
記
﹄
文
春
文
庫
︑
一
九
九
二
・
一

︵


︶
﹁
解
説
﹂
︵
﹃
現
代
日
本
小
説
大
系
別
冊
�

﹄
河
出
書
房
︑
一
九
五
〇
・
五
︶

︵
�

︶
﹁
織
田
作
之
助
か
ら
の
手
紙
﹂
︵
高
橋
徹
編
﹃
月
の
輪
書
林
古
書
目
録
十
七

特
集
・
ぼ
く
の
青
山
光
二
﹄
月
の
輪
書
林
︑
二
〇
一
四
・
一
一
︶

﹇
付
記
﹈
本
論
文
は
︑
二
〇
一
六
年
八
月
五
日
に
大
阪
大
学
で
開
催
し
た
研
究
集

会
﹁
新
聞
の
な
か
の
文
学
﹂
に
お
け
る
口
頭
発
表
﹁
織
田
作
之
助
﹃
土
曜
夫
人
﹄

論
︱
︱
新
興
地
方
紙
か
ら
﹁
読
売
新
聞
﹂
へ
﹂
を
基
に
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
本
論

文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

J
P
2
6
7
7
0
0
7
8
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
さ
い
と
う
・
ま
さ
お

本
学
准
教
授
︶

169




