
「
麺
麹
」

を
離
れ
た

|
|
『
そ
れ
か
ら
』
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天
爵
的
貴
族
」

の
長
井
代
助
像
考
察
|
|

夏
目
激
石
は
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
『
そ
れ
か
ら
』
で
、
当
時
、
真
似
を

す
る
者
が
出
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
注
目
さ
れ
た
主
人
公
|
l
長
井
代
助
を
造

形
し
た
。
知
識
人
の
角
度
か
ら
代
助
像
を
考
察
し
た
論
文
に
、
亀
井
勝
一

郎
、
高
橋
和
巳
、
林
圭
介
な
ど
の
堂
者
の
論
文
は
代
表
的
で
あ
る
。
亀
井
勝

一
郎
は
、
代
助
の
「
知
的
生
活
」
に
着
目
し
て
、
中
世
の
「
隠
者
」
伝
統
と

関
連
付
け
て
論
じ
て
い
た
。
「
近
代
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
隠
者
と
い
ふ

ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
、
彼
の
悲
劇
の
一
端
が
あ
っ
た
筈
だ
。
」
と
い
っ
て
い

る
。
ま
た
、
代
助
を
江
戸
時
代
の
「
無
頼
漢
」
と
照
ら
し
て
、
「
(
代
助
は
)

立
派
な
無
頼
漢
だ
。
そ
れ
は
『
天
爵
的
な
貴
族
』
と
同
義
語
で
あ
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。
高
橋
和
巳
は
近
代
知
識
人
の
階
級
的
運
命
を
掲
げ
、
「
明
治

の
資
本
主
義
お
よ
び
官
僚
主
義
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
長
井
代
助
を
創
り
出

し
、
そ
の
運
命
を
破
滅
的
な
悲
劇
の
中
に
お
い
た
の
で
あ
る
。
」
と
主
張
し

て
い
る
。
林
圭
介
は
「
知
識
人
」
へ
と
構
築
さ
れ
て
い
く
代
助
の
「
主
体

化
」
の
過
程
か
ら
「
知
識
人
」
と
は
異
な
る
「
青
年
」
の
物
語
を
読
も
う
と

し
て
い
る
。
代
助
の
「
天
爵
的
貴
族
」
と
い
う
自
己
認
識
、
物
質
と
精
神
の

「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
|

梁

蕗

文

関
係
に
つ
い
て
の
見
方
、
職
業
観
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
は
物
質
の
欠
乏
の

苦
痛
を
知
ら
な
い
た
め
に
「
精
神
」
に
の
み
注
目
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
「
精
神
」
の
重
要
性
の
み
を
強
調
し
て
、
代
助
は
現
実
社
会
の
中
で
の

立
脚
地
を
失
っ
て
い
く
。
拙
論
で
は
、
精
神
と
現
実
と
の
関
係
か
ら
、
知
識

人
代
助
を
「
天
爵
的
貴
族
」
、
「
麺
廻
」
を
離
れ
た
哲
学
者
、
物
質
的
不
安
、

職
業
に
ま
つ
わ
る
知
識
人
の
苦
悩
と
い
う
、
四
つ
の
方
面
か
ら
考
察
し
た

η
f
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一
、
代
助
は
「
天
爵
的
貴
族
」
で
あ
る
か

『
そ
れ
か
ら
』
の
第
一
章
に
、
代
助
の
容
貌
に
つ
い
て
の
描
写
が
あ
る
。

「
其
所
で
町
暗
に
歯
を
磨
い
た
。
彼
は
歯
並
の
好
い
の
を
常
に
嬉
し
く
思

っ
て
ゐ
る
。
肌
を
脱
い
で
締
麗
に
胸
と
脊
を
摩
擦
し
た
。
彼
の
皮
膚
に
は
濃

か
な
一
種
の
光
沢
が
あ
る
。
香
油
を
塗
り
込
ん
だ
あ
と
を
、
よ
く
拭
き
取
っ

た
様
に
、
肩
を
揺
か
し
た
り
、
腕
を
上
げ
た
り
す
る
度
に
、
局
所
の
脂
肪
が

薄
く
綴
っ
て
見
え
る
。
か
れ
は
夫
に
も
満
足
で
あ
る
。
次
に
黒
い
髪
を
分
け



「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
|

た
。
油
を
塗
け
な
い
で
も
面
白
い
程
自
由
に
な
る
。
髭
も
髪
同
様
に
細
く
E

つ
初
々
し
く
、
口
の
上
を
品
よ
く
蔽
ふ
て
ゐ
る
。
代
助
は
其
ふ
っ
く
ら
し
た

頬
を
、
両
手
で
両
三
度
撫
で
な
が
ら
、
鏡
の
前
に
わ
が
顔
を
映
し
て
ゐ
た
。

丸
で
女
が
御
白
粉
を
付
け
る
時
の
手
付
と
一
般
で
あ
っ
た
。
実
際
彼
は
必
要

が
あ
れ
ば
、
御
白
粉
さ
へ
付
け
か
ね
ぬ
程
に
、
肉
体
に
誇
を
置
く
人
で
あ

る
。
彼
の
尤
も
嫌
ふ
の
は
羅
漢
の
様
な
骨
憾
と
相
好
で
、
鏡
に
向
ふ
た
ん
び

に
、
あ
ん
な
顔
に
生
れ
な
く
っ
て
、
ま
あ
可
か
っ
た
と
思
ふ
位
で
あ
る
。
其

代
り
人
か
ら
御
酒
落
と
云
は
れ
で
も
、
何
の
苦
痛
も
感
じ
得
な
い
。
そ
れ
程

彼
は
旧
時
代
の
日
本
を
乗
り
超
え
て
ゐ
る
。
」

こ
う
い
う
代
助
に
つ
い
て
、
越
智
治
雄
は
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

「
代
助
は
異
様
な
ま
で
に
『
肉
体
に
誇
り
を
置
く
人
』
で
あ
っ
た
。
感
動
を

外
部
の
現
実
世
界
に
持
ち
え
ぬ
自
閉
性
、
一
種
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
そ
れ
は

ほ
か
な
ら
な
い
」
。
代
助
は
、
豊
潤
な
肉
体
を
誇
り
に
思
っ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
「
自
分
の
神
経
は
、
自
分
に
特
有
な
る
細
撤
な
思
索
力
と
、
鋭
敏

な
感
応
性
に
対
し
て
払
ふ
租
税
で
あ
る
。
高
尚
な
教
育
の
彼
岸
に
起
る
反
響

の
苦
痛
で
あ
る
。
天
爵
的
に
貴
族
と
な
っ
た
報
ひ
に
受
る
不
文
の
刑
罰
で
あ

る
」
と
思
っ
て
、
自
分
の
知
能
に
も
自
負
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
代
助

が
「
天
爵
的
貴
族
」
と
ま
で
自
任
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
天
爵
」
と

い
う
言
葉
は
、
『
孟
子
』
の
中
の
言
葉
で
あ
る
。
『
孟
子
』
「
告
子
上
」
に
よ

る
と
、
「
仁
義
忠
信
，
楽
善
不
倦
，
此
天
爵
也
・
'
公
卿
大
夫
，
此
人
爵
也
。

古
之
人
修
其
天
爵
，
而
人
爵
以
之
。
」
で
あ
る
。
訳
し
て
み
れ
ば
、
「
天
爵

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
人
爵
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
仁
義
忠
信
の
徳
を
備

ぇ
、
善
を
行
な
う
こ
と
を
楽
し
ん
で
飽
き
る
こ
と
が
な
い
の
が
、
天
爵
(
天

界
で
の
処
遇
)
で
あ
る
。
公
卿
と
か
大
夫
と
か
言
う
身
分
は
人
爵
(
人
間
界

で
の
位
・
身
分
、
一
時
的
な
も
の
)
で
あ
る
。
昔
の
人
は
天
爵
を
修
め
、
自

然
的
に
人
爵
が
従
う
。
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
「
天
爵
」
は
天
然
自
然
の
爵

位
で
あ
り
、
高
尚
な
道
徳
修
養
を
指
し
て
い
る
。
徳
が
高
い
た
め
人
に
尊
敬

さ
れ
、
社
会
的
爵
位
が
あ
る
に
勝
る
。
「
天
爵
」
の
備
え
る
「
仁
」
、
「
義
」
、

「
忠
」
、
「
信
」
の
道
徳
は
、
倫
理
的
で
あ
り
、
人
聞
を
相
手
に
し
て
始
め
て

表
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
助
は
こ
う
い
う
儒
教
的
道
徳
を
認
め
そ

う
に
な
い
。
意
識
的
に
「
盆
己
を
楽
し
ん
で
行
う
こ
と
も
な
い
。
親
友
だ
っ

た
平
岡
と
さ
え
、
心
を
開
い
て
交
際
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
別
の
世
界
で
暮

ら
し
て
い
る
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
る
。
そ
の
隔
た
り
の
あ
る
関
係
に
つ
い

て
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
代
助
は
平
岡
が
語
っ
た
よ
り
外
に
、
ま
だ

何
か
あ
る
に
違
な
い
と
鑑
定
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
は
も
う
一
歩
進
ん
で
飽
迄

其
真
相
を
研
究
す
る
程
の
権
利
を
有
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
ゐ
る
。

又
そ
ん
な
好
奇
心
を
引
き
起
す
に
は
、
実
際
あ
ま
り
都
会
化
し
過
ぎ
て
ゐ

た
。
二
十
世
紀
の
日
本
に
生
息
す
る
彼
は
、
三
十
に
な
る
か
、
な
ら
な
い
の

に
既
に
ロ
ロ
由
民
自
町
田
ユ
の
域
に
達
し
て
仕
舞
っ
た
。
彼
の
思
想
は
、
人
間

の
暗
黒
面
に
出
逢
っ
て
喫
驚
す
る
程
の
山
出
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
神
経
は

斯
様
に
陳
腐
な
秘
密
を
嘆
い
で
嬉
し
が
る
様
に
退
屈
を
感
じ
て
は
ゐ
な
か
っ

た
。
否
、
是
よ
り
幾
倍
か
快
よ
い
刺
激
で
さ
へ
、
感
受
す
る
を
甘
ん
ぜ
ざ
る

位
、
一
面
か
ら
云
へ
ば
、
困
懲
し
て
ゐ
た
。
代
助
は
平
岡
の
そ
れ
と
は
殆
ん

ど
縁
故
の
な
い
自
家
特
有
の
世
界
の
中
で
、
も
う
是
程
に
進
化
|
|
進
化
の

no 
η

。



裏
面
を
見
る
と
、
何
時
で
も
退
化
で
あ
る
の
は
、
古
今
を
通
じ
て
悲
し
む
べ

き
現
象
だ
が
ー
ー
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
」
(
二
)

代
助
は
こ
う
い
う
風
に
、
品
目
の
親
友
と
付
き
合
い
な
が
ら
相
手
を
密
か
に

疑
っ
て
い
る
。
精
神
的
に
「
困
懲
」
し
て
お
り
、
友
人
の
事
に
対
し
て
「
好

奇
心
」
を
失
っ
て
、
「
自
家
特
有
の
世
界
」
を
築
き
、
そ
の
中
で
自
分
の
姿

を
認
め
、
外
界
に
対
す
る
興
味
の
喪
失
を
「
進
化
」
と
も
、
「
退
化
」
と
し

て
も
吟
味
し
て
い
る
。
文
字
通
り
閉
ざ
さ
れ
た
自
分
の
小
天
地
の
中
で
生

活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ロ
ロ
包

B
H
Eコ
の
域
に
達
し
て
仕
舞
っ
た
」
代

助
は
、
な
る
べ
く
世
間
と
没
交
渉
で
あ
り
た
い
た
め
、
「
天
爵
的
」
美
徳
を

表
す
機
会
を
自
ら
放
棄
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
天
爵
的
貴
族
」

と
自
任
し
て
い
る
の
は
、
実
は
た
だ
一
種
の
己
惚
れ
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
自
己
閉
鎖
的
な
代
助
は
儒
教
経
典
の
『
孟
子
』
に
あ
る
「
天

爵
」
と
い
う
言
葉
を
字
面
的
に
思
っ
て
い
る
だ
け
で
、
現
実
的
に
は
そ
れ
を

本
当
に
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
自
分
の
都
合
に
い
い

よ
う
に
解
釈
し
て
、
装
飾
的
に
使
っ
て
い
る
だ
け
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

代
助
は
自
分
の
尊
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
、
「
天
爵
」
と
い
う
言
葉
を
選
ぶ

こ
と
自
体
は
意
味
深
い
。
代
助
は
儒
家
道
徳
か
ら
次
第
に
遠
の
い
て
い
く

が
、
「
天
爵
」
が
発
す
る
高
貴
な
響
き
に
引
か
れ
て
い
る
。

「
彼
は
雨
の
中
に
、
百
合
の
中
に
、
再
現
の
昔
の
な
か
に
、
純
一
無
雑
に

平
和
な
生
命
を
見
出
し
た
。
其
生
命
の
裏
に
も
表
に
も
、
慾
得
は
な
か
っ

た
、
利
害
は
な
か
っ
た
、
自
己
を
圧
迫
す
る
道
徳
は
な
か
っ
た
。
雲
の
様

な
自
由
と
、
水
の
如
き
自
然
と
が
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
凡
て
が
幸
で
あ
っ

「
麺
起
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
| た

。
だ
か
ら
凡
て
が
美
し
か
っ
た
。
」
(
十
四
)
こ
こ
の
「
自
由
」
と
「
自

然
」
は
、
代
助
の
夢
見
て
い
る
も
の
で
、
現
実
社
会
の
「
道
徳
」
、
「
慾
得
」
、

「
利
宝
己
と
対
立
す
る
も
の
だ
と
代
助
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
「
自
由
」

と
「
自
然
」
を
手
に
す
る
た
め
に
代
助
は
で
き
る
だ
け
現
実
の
生
活
を
自
分

の
生
活
か
ら
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
排
除
で
き
な
い
か
ら
、
避
け
よ
う
と
し

て
い
る
。
だ
か
ら
、
後
ろ
へ
退
く
一
方
で
、
次
第
に
自
分
の
身
の
回
り
の
狭

い
世
界
に
し
か
動
く
空
間
が
な
く
な
っ
て
い
る
。
代
助
の
周
り
に
い
る
存
在

は
、
平
岡
や
三
千
代
と
い
い
、
寺
尾
と
い
い
、
平
凡
な
者
が
多
い
。
彼
ら
は

生
活
と
苦
闘
し
て
お
り
、
「
貴
族
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
代
助
自
身
も
毎
月

父
か
ら
限
ら
れ
た
生
活
費
を
貰
っ
て
お
り
、
財
政
的
自
由
が
な
い
。
本
当
の

貴
族
は
そ
う
い
う
プ
ラ
イ
ド
の
損
じ
ら
れ
る
真
似
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
「
天
爵
的
貴
族
」
は
、
代
助
の
現
実
逃
避
を
基
礎
に
す
る
「
幻
」
の

自
薗
像
で
あ
り
、
一
種
の
「
夢
」
に
す
ぎ
な
い
。
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二
、
「
麺
純
一
」
を
離
れ
た
哲
学
者

代
助
は
、
あ
く
ま
で
も
物
質
を
軽
蔑
し
て
い
る
。
そ
の
象
徴
と
し
て
の

「
麺
起
(
バ
ン
)
」
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
が
言
う
に
は
、
「
麺
麹
に
関
係
し

た
経
験
は
、
切
実
か
も
知
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
劣
等
だ
よ
。
麺
起
を
離
れ

た
賛
沢
な
経
験
を
し
な
く
っ
ち
ゃ
人
間
の
甲
斐
は
な
い
。
」
(
二
)
彼
の
意

図
は
物
質
と
精
神
の
関
係
に
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
も
言
っ
て
い
る
よ

う
に
、
人
間
は
パ
ン
だ
け
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま

り
、
人
聞
は
現
実
生
活
の
レ
ベ
ル
で
満
足
す
べ
き
で
は
な
く
、
精
神
的
な
追
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求
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
夏
目
激
石
は
明
治
四
十
三
年
十
月
か
ら
四
十
四
年

四
月
ま
で
、
「
朝
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
に
お
い

て
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
提
唱
し
て
い
る
「
精
神
生
活
」
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。
オ
イ
ッ
ケ
ン
の
理
論
に
よ
る
と
、
「
我
々
は
普
通
衣
食

の
た
め
に
働
ら
い
て
い
る
」
。
し
か
し
、
「
衣
食
の
た
め
の
仕
事
は
消
極
的
で

あ
る
。
換
言
す
る
と
、
自
分
の
好
悪
撰
択
を
許
さ
な
い
強
制
的
の
苦
し
み
を

含
ん
で
い
る
」
。
「
い
や
し
く
も
精
神
的
に
生
活
し
よ
う
と
思
う
な
ら
、
義
務

な
き
と
こ
ろ
に
向
っ
て
自
ら
進
む
積
極
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
束

縛
に
よ
ら
ず
し
て
、
己
れ
一
個
の
意
志
で
自
由
に
営
む
生
活
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
」

激
石
は
こ
う
い
う
精
神
生
活
が
、
「
現
に
事
実
と
な
っ
て
世
の
中
に
存
在

し
得
る
や
否
や
に
至
っ
て
は
白
か
ら
別
問
題
で
あ
る
。
彼
オ
イ
ッ
ケ
ン
自
身

が
純
一
無
雑
に
自
由
な
る
精
神
生
活
を
送
り
得
る
や
否
や
を
想
像
し
て
見
て

も
分
明
な
話
で
は
な
い
か
。
間
断
な
き
こ
の
種
の
生
活
に
身
を
託
せ
ん
と
す

る
前
に
、
吾
人
は
少
な
く
と
も
早
く
す
で
に
職
業
な
き
関
人
と
し
て
存
在
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

オ
イ
ッ
ケ
ン
の
理
論
に
よ
る
と
、
高
尚
な
生
活
は
、
職
業
を
強
く
排
斥

す
る
か
ら
、
仕
事
と
両
立
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
束
縛
に
よ
ら
ず
し
て
、

己
れ
一
個
の
意
志
で
自
由
に
営
む
生
活
」
が
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、

激
石
は
肯
定
的
で
は
な
い
。
世
間
の
「
束
縛
」
は
、
世
間
に
立
脚
す
る
以
上

は
、
存
在
し
て
い
る
に
極
ま
っ
て
い
る
。
「
職
業
な
き
閑
人
」
に
な
り
さ
え

す
れ
ば
、
「
高
尚
」
な
生
活
を
楽
し
め
る
の
か
。
「
純
一
・
無
雑
に
自
由
な
る
精

神
生
活
」
は
架
空
の
霊
気
楼
で
は
な
い
。
し
っ
か
り
し
た
物
質
的
基
礎
が
な

い
と
、
そ
れ
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
道
楽
と
職
業
」
と

い
う
講
演
の
中
で
、
激
石
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
「
物
質
的
に
人
の
為
に
す

る
分
量
が
多
け
れ
ば
多
い
程
物
質
的
に
己
の
為
に
な
り
、
精
神
的
に
己
の
為

に
す
れ
ば
す
る
程
物
質
的
に
は
己
の
不
為
に
な
る
o
」
こ
の
理
論
で
解
釈
す

る
と
、
代
助
は
物
質
的
に
は
誰
の
た
め
に
も
し
て
い
な
い
の
で
、
物
質
的
に

は
何
も
得
ら
れ
な
い
の
は
理
の
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
精
神
的
に
自

分
の
た
め
に
し
す
ぎ
る
か
ら
、
一
層
物
質
的
に
自
分
に
不
利
益
で
あ
る
。
社

会
に
背
き
、
就
職
を
し
な
い
代
助
は
、
武
者
小
路
実
篤
の
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
「
社
会
に
背
く
も
の
は
物
質
的
に
慰
安
を
得
な
い
」
の
で
あ
る
。

代
助
は
部
屋
に
百
合
の
花
の
香
り
を
漂
わ
せ
、
西
洋
の
絵
を
鑑
賞
し
た

り
、
洋
室
田
を
読
ん
だ
り
、
散
歩
し
た
り
、
と
き
ど
き
上
流
社
会
の
社
交
パ
ー

テ
ィ
ー
に
出
た
り
し
て
、
芝
居
に
行
く
こ
と
や
、
遊
園
地
へ
行
く
こ
と
が
好

き
で
、
享
受
す
る
ば
か
り
の
「
貴
族
的
」
生
活
を
し
て
い
る
。
代
助
の
審
美

的
な
活
動
は
「
消
費
的
」
で
あ
り
、
何
の
価
値
を
も
生
産
し
な
い
。
彼
の
趣

味
は
、
百
合
の
花
な
ど
の
「
物
質
」
に
依
存
し
て
い
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
も

の
が
な
く
な
っ
た
ら
、
趣
味
も
な
く
な
る
。
代
助
の
こ
う
い
う
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
な
い
審
美
活
動
は
、
そ
れ
を
支
え
る
安
定
し
た
物
質
的
基
礎
が
な
い
上

に
、
充
実
し
た
中
昧
が
な
い
。
ゆ
え
に
、
代
助
は
だ
ん
だ
ん
と
こ
れ
ら
の
趣

味
に
物
足
り
な
く
な
っ
て
い
く
。
哲
学
者
は
、
人
類
の
知
恵
に
示
唆
の
火
花

を
灯
し
、
思
想
上
で
非
常
に
「
生
産
的
」
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
代
助
の
趣

味
は
、
す
べ
て
「
消
費
的
」
で
あ
り
、
「
世
の
中
が
悪
い
」
、
「
日
本
の
対
西

-40一



洋
の
関
係
が
悪
い
」
な
ど
と
い
う
社
会
批
判
思
想
は
断
片
的
で
あ
り
、
的
を

射
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
体
系
的
で
、
積
極
的
な
啓
発
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
ず
、
た
だ
悲
観
と
厭
世
を
催
す
だ
け
で
あ
る
。

越
智
治
雄
は
、
代
助
の
自
問
し
た
審
美
空
聞
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い

る
。
「
平
岡
の
言
う
『
現
実
社
会
に
働
き
掛
け
』
る
形
で
の
自
我
の
把
握
に

遠
く
、
自
家
特
有
の
世
界
の
中
に
彼
は
住
む
。
そ
の
点
で
彼
が
、
ヴ
ル
キ
イ

ル
の
画
の
『
下
手
な
個
所
々
々
を
悉
く
塗
り
更
へ
て
、
と
う
と
う
自
分
の
想

像
し
得
る
限
り
の
尤
も
美
し
い
色
彩
に
包
囲
さ
れ
て
、
悦
惚
と
坐
っ
て
ゐ
』

る
の
は
、
(
中
略
)
ま
さ
に
代
助
の
世
界
の
あ
り
ょ
う
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

彼
は
処
世
上
の
経
験
を
軽
蔑
す
る
審
美
家
な
の
だ
。
(
中
略
)
こ
の
『
生
き

た
が
る
男
』
、
『
絶
対
に
生
を
味
わ
ひ
』
た
い
男
に
、
こ
れ
ほ
ど
美
が
重
要
な

の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
生
の
内
容
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
の
こ

と
が
か
え
っ
て
端
的
に
示
す
よ
う
に
彼
の
内
部
に
あ
る
空
洞
、
彼
自
身
も
ま

だ
気
づ
か
ぬ
空
洞
が
存
在
し
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。
」

自
閉
的
で
、
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
生
き
て
い
る
代
助
は
、
平
岡
の
言
葉
を
借

り
て
言
え
ば
、
「
た
Y
考
へ
て
ゐ
る
。
考
へ
て
る
丈
だ
か
ら
、
頭
の
中
の
世

界
と
、
頭
の
外
の
世
界
を
別
々
に
建
立
し
て
生
き
て
ゐ
る
。
」
こ
の
よ
う
な

代
助
の
姿
は
、
激
石
が
明
治
四
十
四
年
に
行
な
っ
た
「
道
楽
と
職
業
」
と
い

う
講
演
で
言
及
し
た
「
哲
学
者
」
を
想
起
さ
せ
る
。
「
直
接
世
間
の
実
生
活

に
関
係
の
遠
い
方
面
を
の
み
研
究
し
て
ゐ
る
」
哲
学
者
は
、
「
朝
か
ら
晩
ま

で
仕
事
を
し
た
り
文
は
書
斎
に
閉
ぢ
籍
っ
て
深
い
考
に
沈
ん
だ
り
し
て
万
事

を
等
閑
に
附
し
て
ゐ
る
有
様
を
見
る
と
世
の
中
に
あ
れ
程
己
れ
の
為
に
し
て

「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
| 居

る
も
の
は
な
い
だ
ら
う
と
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
位
」
の
存
在
で
あ

る
。
代
助
は
、
「
書
斎
」
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、
「
パ
ン
を
離
れ
た
」
根
本
原
理

を
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
八
章
に
は
こ
う
書
い
て
あ
る
。
「
代
助
は
わ

ざ
と
、
書
斎
と
座
敷
の
仕
切
を
立
て
切
っ
て
、
一
人
室
の
う
ち
へ
這
入
っ

た
。
来
客
に
接
し
た
後
し
ば
ら
く
は
、
独
坐
に
耽
る
が
代
助
の
癖
で
あ
っ

た
。
」
平
岡
が
尋
ね
て
い
っ
た
後
で
も
、
「
代
助
は
書
斎
に
閉
ぢ
籍
っ
て
一
日

考
へ
に
沈
ん
で
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
「
書
斎
」
と
い
う
の
は
、
精
神
生
活
を

営
む
部
屋
で
、
家
の
中
で
特
別
な
空
間
だ
と
思
わ
れ
る
。
代
助
の
部
屋
は
、

洋
書
ば
か
り
で
、
日
常
茶
飯
事
の
実
生
活
と
離
れ
て
お
り
、
自
己
を
現
実
世

界
か
ら
解
放
し
て
、
精
神
を
自
由
に
馳
せ
さ
せ
る
閉
鎖
し
た
空
間
で
あ
る
。

い
つ
も
書
斎
に
い
る
代
助
の
姿
は
、
そ
の
自
己
と
外
界
、
精
神
と
物
質
の
関

係
を
よ
く
説
明
で
き
る
と
一
言
守
え
よ
う
。
江
村
洋
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
代
助

が
『
熱
い
紅
茶
』
に
象
徴
さ
れ
る
西
洋
的
な
生
活
を
つ
づ
か
な
く
送
る
こ
と

が
で
き
、
そ
こ
に
な
ん
の
違
和
感
を
も
覚
え
な
く
て
す
む
の
は
た
だ
自
分
の

書
斎
に
閉
じ
鐙
も
っ
て
い
る
時
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
一
歩
外
へ
出
ょ
う
も

の
な
ら
ば
こ
の
時
代
の
日
本
一
般
は
そ
れ
ほ
ど
調
和
の
と
れ
た
矛
盾
の
な
い

状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
代
助
の
よ
う
に
精
神
の
鋭
敏
で
は
な

い
他
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
を
矛
盾
と
は
認
識
し
な
い
で
、

あ
る
い
は
認
識
す
る
能
力
を
欠
い
て
ま
っ
た
く
無
意
識
な
ま
ま
に
そ
の
日
そ

の
日
を
暮
ら
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
書
斎
は
、
代
助
に
と
っ
て
、
調
和
の

取
れ
て
い
な
い
、
矛
盾
に
満
ち
た
現
実
か
ら
離
れ
た
精
神
的
な
避
難
所
な
の

で
あ
る
。
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「
麺
麹
」
を
離
れ
た
.
「
天
爵
的
貴
族
」
l
|
l
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
|

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、
哲
学
と
は
、
「
世
界
・
人
間
・
事
物
な

ど
の
根
本
原
理
を
思
索
に
よ
っ
て
探
求
す
る
学
問
。
形
而
上
学
(
存
在
論
)

・
論
理
学
・
倫
理
学
・
美
学
な
ど
の
部
門
を
含
む
。
」
哲
学
者
的
な
代
助
が
、

形
而
上
学
に
重
き
を
置
く
の
は
当
た
り
前
の
よ
う
で
あ
る
が
、
人
間
存
在
の

基
本
的
な
条
件
を
軽
視
す
る
の
は
、
彼
の
「
次
男
坊
」
の
身
分
と
深
い
関
係

が
あ
る
。
「
生
活
苦
」
を
嘗
め
た
こ
と
の
な
い
彼
に
は
、
糊
口
の
た
め
に
悪

戦
苦
闘
す
る
人
々
の
辛
労
を
理
解
し
か
ね
る
。
マ
ズ
ロ

l
の
欲
求
五
段
階
説

に
よ
る
と
、
人
間
の
主
な
五
つ
の
欲
求
|
|
生
理
的
欲
求
、
安
全
の
欲
求
、

所
属
と
愛
の
欲
求
、
承
認
と
尊
重
の
欲
求
、
自
己
実
現
の
欲
求
は
、
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
生
理
的
欲
求
は
、
空
気
、
水
、
食
べ
物

な
ど
、

L
八
聞
が
生
き
る
上
で
最
低
限
必
要
な
も
の
へ
の
欲
求
で
あ
る
。
代
助

の
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
自
己
実
現
、
な
い
し
自
己
超
越
な
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
人
間
の
欲
求
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
き
に
あ
る
も
の
で
、
前
の
欲

求
が
満
た
さ
れ
て
か
ら
の
欲
求
で
あ
る
。
食
べ
る
も
の
に
困
り
、
生
き
る
こ

と
さ
え
保
障
さ
れ
て
い
な
い
人
に
は
望
ま
れ
な
い
。
衣
食
の
憂
い
が
な
い
ブ

ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
代
助
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
に
入
り
損
な
っ
て
生
活
に
困
っ

て
い
る
平
岡
に
「
バ
ン
」
を
越
え
た
理
想
を
説
い
て
も
、
虚
し
い
説
教
に
し

か
聞
こ
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
物
質
的
不
安
と
妥
協

江
藤
淳
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
代
助
の
生
活
は
、
父
の
資
力
と

世
間
智
か
ら
す
る
寛
大
さ
と
黙
認
の
み
を
其
基
礎
と
し
て
い
て
、
そ
れ
以
外

に
何
一
つ
拠
る
べ
き
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
」
し
か
も
、
代
助
の
自

分
の
経
済
的
源
|
|
家
と
の
関
係
は
、
決
し
て
し
っ
か
り
し
た
関
係
で
は
な

い
。
「
政
略
的
」
な
結
婚
を
断
れ
ば
、
家
と
の
つ
な
が
り
も
絶
た
れ
る
と
い

う
く
ら
い
の
脆
弱
な
関
係
で
あ
る
。
代
助
は
心
の
中
で
、
父
を
「
幼
稚
だ
」

と
密
か
に
軽
蔑
し
、
父
と
相
対
す
る
度
毎
に
、
「
父
は
自
己
を
隠
蔽
す
る
偽

君
子
か
、
も
し
く
は
分
別
の
足
ら
な
い
愚
物
か
」
と
、
父
の
人
格
ま
た
は
知

能
を
疑
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
表
裏
の
あ
る
人
間
関
係
は
、
長
く
つ
づ
く
も

の
だ
と
は
思
え
な
い
。
代
助
自
身
も
、
父
と
の
関
係
に
不
安
を
常
に
感
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
不
安
の
殆
ど
は
、
財
源
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
彼
は
隔
離
の
極
端
と
し
て
、
父
子
絶
縁
の
状
態
を
想
像
し
て
見
た
。
さ
う

し
て
其
所
に
一
種
の
苦
痛
を
認
め
た
。
け
れ
ど
も
、
其
苦
痛
は
堪
え
得
ら
れ

な
い
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
寧
ろ
そ
れ
か
ら
生
ず
る
財
源
の
社
絶
の

方
が
恐
ろ
し
か
っ
た
。

も
し
馬
鈴
薯
が
金
剛
石
よ
り
大
切
に
な
っ
た
ら
、
人
聞
は
も
う
駄
目
で
あ

る
と
、
代
助
は
平
生
か
ら
考
へ
て
ゐ
た
。
向
後
父
の
怒
に
触
れ
て
、
万
一
金

銭
上
の
関
係
が
絶
え
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
厭
で
も
金
剛
石
を
放
り
出
し
て
、

馬
鈴
薯
に
噛
り
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
十
一
二
)

十
五
章
で
は
、
代
助
と
父
と
の
関
係
の
望
ま
し
く
な
い
成
り
行
き
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
て
い
る
。
「
父
に
対
し
て
は
只
薄
暗
い
不
愉

快
の
影
が
頭
に
残
っ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
此
影
は
近
き
未
来
に
於
て
必
ず
其

暗
さ
を
増
し
て
く
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
」
物
質
的
基
盤
を
提
供

し
て
く
れ
て
い
る
「
パ
ト
ロ
ン
」
と
の
関
係
が
安
定
し
て
い
な
い
以
上
、
い
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く
ら
「
哲
学
者
」
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
、
高
論
を
発
す
る
代
助
で
あ
っ
て

も
、
根
本
的
に
は
不
安
で
あ
る
。

代
助
の
物
質
ぬ
き
の
純
粋
な
論
理
は
、
当
分
の
あ
い
だ
物
質
の
問
題
が
な

い
か
ら
成
し
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
清
談
に
は
、
三
千
代
が

鋭
く
勘
付
く
よ
う
に
、
「
ご
ま
か
し
」
が
あ
る
の
で
あ
る
。
代
助
は
、
経
済

的
な
試
練
を
避
け
て
い
る
か
ら
、
そ
の
理
屈
は
、
現
実
に
程
遠
い
、
空
っ

ぽ
な
理
屈
に
響
い
て
い
る
。
『
彼
岸
過
迄
』
に
お
け
る
「
須
永
の
話
」
の
第

十
二
章
に
は
、
「
恐
れ
な
い
の
が
詩
人
の
特
色
で
、
恐
れ
る
の
が
哲
人
の
運

命
で
あ
る
」
と
あ
り
、
「
思
い
切
っ
た
事
の
出
来
ず
に
愚
図
々
々
し
て
い
る

の
は
、
何
よ
り
先
に
結
果
を
考
え
て
取
越
苦
労
を
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
書

か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
万
事
を
等
閑
に
附
し
て
ゐ
る
」
よ
う
に
見
え
る
「
哲

学
者
」
は
、
実
際
は
何
か
を
恐
れ
て
い
る
。
恐
れ
る
こ
と
は
、
必
然
的
に

「
不
安
」
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。

「
細
徹
な
思
索
力
」
と
「
鋭
敏
な
感
応
性
」
を
も
っ
て
「
た
Y
考
へ
て
ゐ

る
」
代
助
は
、
考
え
過
ぎ
た
結
果
、
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う
。
代
助
は
「
平

生
か
ら
(
心
臓
の
)
鼓
動
を
試
験
す
る
癖
が
あ
る
」
。
(
七
)
小
説
の
冒
頭
で

は
、
椿
の
花
の
落
ち
る
音
で
目
覚
め
た
代
助
は
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識
的
に
、

「
右
の
手
を
心
臓
の
上
に
載
せ
て
、
肋
の
は
づ
れ
に
正
し
く
中
る
血
の
音
を

確
か
め
な
が
ら
眠
に
就
い
た
。
ぼ
ん
や
り
し
て
、
少
時
、
赤
ん
坊
の
頭
程
も

あ
る
大
き
な
花
の
色
を
見
詰
め
て
ゐ
た
彼
は
、
急
に
思
ひ
出
し
た
様
に
、
採

な
が
ら
胸
の
上
に
手
を
当
て
¥
文
心
臓
の
鼓
動
を
検
し
始
め
た
。
」
と
描

か
れ
て
い
る
。
心
臓
の
鼓
動
に
い
つ
も
気
に
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
代
助
が
、

「
麺
魁
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
| 不

安
定
な
心
境
に
い
る
こ
と
は
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

代
助
は
、
何
を
恐
れ
て
い
る
の
か
。
生
活
の
表
だ
け
が
見
え
、
そ
の
裏
に

潜
ん
で
い
る
物
質
の
強
大
な
力
が
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
影
響
力
を
密

か
に
感
じ
て
、
お
の
の
い
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
「
父
は
代
助

の
手
際
で
、
何
う
す
る
事
も
出
来
な
い
男
で
あ
っ
た
。
代
助
に
は
明
ら
か

に
、
そ
れ
が
分
っ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
代
助
は
未
だ
曾
て
父
を
矛
盾
の
極
端
迄

追
ひ
詰
め
た
事
が
な
か
っ
た
。
」
(
九
)
プ
ラ
イ
ド
の
高
い
代
助
は
、
厭
で
も

生
活
費
の
た
め
に
毎
月
父
に
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
生
活
の
た

め
に
一
種
の
妥
協
に
ち
が
い
な
い
。
い
つ
ま
で
も
家
か
ら
生
活
費
を
も
ら
う

わ
け
に
は
行
か
な
い
こ
と
に
、
代
助
は
気
づ
い
て
い
な
い
わ
け
が
な
い
。
し

か
し
、
代
助
は
そ
の
苦
痛
を
我
慢
し
て
い
る
。
娘
の
梅
子
に
次
の
よ
う
に

鋭
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
い
く
ら
偉
く
っ
て
も
駄
目
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

無
能
力
な
事
は
車
屋
と
同
な
し
で
す
も
の
」
。
(
九
)
代
助
は
自
分
に
経
済

的
な
能
力
が
欠
け
て
い
る
の
を
、
「
自
分
で
も
此
弱
点
を
冥
々
の
裡
に
感
じ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
」
。
「
け
れ
ど
も
夫
が
為
め
に
、
大
い
に
働
ら
い
て
、
自
か

ら
金
を
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
決
心
は
決
し
て
起
し
得
な
か
っ
た
。
代
助

は
此
事
件
を
夫
程
重
く
は
見
て
ゐ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
。
(
七
)
父
へ
の
嫌

悪
を
ど
こ
か
で
誤
魔
化
し
て
、
平
気
を
装
っ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
自
己

欺
繍
で
も
あ
る
。
江
藤
淳
は
、
「
父
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
状
態
は
一
種

の
引
伸
さ
れ
た
『
猶
予
期
間
』
に
す
ぎ
ず
、
早
晩
常
識
的
な
か
た
ち
で
決
着

を
つ
け
得
る
状
態
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ハ
メ
が
無
為
に

過
ご
し
て
い
る
代
助
を
黙
認
す
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
書
い
て
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「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
1
1
1

い
る
。
ま
た
、
石
原
千
秋
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
代
助
は
家
に
お
い
て

「
周
縁
的
」
な
存
在
で
、
「
余
計
者
」
で
あ
る
。
代
助
は
父
の
積
極
的
に
画
策

し
て
い
る
「
政
略
結
婚
」
の
一
枚
の
碁
石
な
の
で
あ
る
。
「
政
略
的
結
婚
」

が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
の
中
に
は
、
代
助
の
衣
食

問
題
の
解
決
策
が
含
ま
れ
て
い
る
。

自
分
の
働
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
代
助
に
は
「
正
当
」
な
理
由
が
あ

る
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
文
明
批
判
の
有
名
な
個
所
は
、
次
ぎ
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
「
何
故
働
か
な
い
っ
て
、
そ
り
ゃ
僕
が
悪
い
ん
ぢ
ゃ
な
い
。
つ
ま
り
世

の
中
が
悪
い
の
だ
。
も
っ
と
、
大
袈
裟
に
云
ふ
と
、
日
本
対
西
洋
の
関
係
が

駄
目
だ
か
ら
働
か
な
い
の
だ
。
(
中
略
)
斯
う
西
洋
の
圧
迫
を
受
け
て
ゐ
る

国
民
は
、
頭
に
余
裕
が
な
い
か
ら
、
様
な
仕
事
は
出
来
な
い
。
悉
く
切
り
詰

め
た
教
育
で
、
さ
う
し
て
目
の
廻
る
程
こ
き
使
は
れ
る
か
ら
、
揃
っ
て
神
経

衰
弱
に
な
っ
ち
ま
ふ
。
話
を
し
て
見
給
へ
大
抵
は
馬
鹿
だ
か
ら
。
自
分
の
事

と
、
自
分
の
今
日
の
、
只
今
の
事
よ
り
外
に
、
何
も
考
へ
て
や
し
な
い
。
考

へ
ら
れ
な
い
程
疲
労
し
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
。
精
神
の
困
懲
と
、

身
体
の
衰
弱
と
は
不
幸
に
し
て
伴
な
っ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
道
徳
の
敗

退
も
一
所
に
来
て
ゐ
る
。
日
本
国
中
何
所
を
見
渡
し
た
っ
て
、
輝
い
て
る
断

面
は
一
寸
四
方
も
無
い
ぢ
ゃ
な
い
か
。
悉
く
暗
黒
だ
。
(
中
略
)
さ
う
し
て
、

君
の
所
謂
有
の
偉
の
世
界
を
、
有
の
億
で
受
取
っ
て
、
其
中
僕
に
尤
も
適
し

た
も
の
に
接
触
を
保
っ
て
満
足
す
る
。
進
ん
で
外
の
人
を
、
此
方
の
考
へ
通

り
に
す
る
な
ん
て
、
到
底
出
来
た
話
ぢ
ゃ
あ
り
ゃ
し
な
い
も
の
|
|
」
(
六
)

こ
れ
に
対
し
て
三
千
代
は
「
厭
世
の
様
な
呑
気
の
様
な
妙
な
の
」
と
言
つ

て
、
「
少
し
胡
麻
化
し
て
入
ら
っ
し
ゃ
る
様
」
と
見
て
い
る
。
「
父
を
矛
盾
の

極
端
迄
追
ひ
詰
め
」
る
勇
気
が
な
い
、
「
胡
麻
化
し
」
つ
づ
け
て
い
る
代
助

の
批
判
は
、
確
か
に
ど
こ
か
中
途
半
端
の
感
じ
を
与
え
る
。
代
助
は
「
世
の

中
が
悪
い
」
と
い
う
口
実
を
楯
と
し
て
自
分
の
臆
病
さ
を
ご
ま
か
し
て
い

る
。
彼
と
対
照
的
に
、
平
岡
は
現
実
に
立
ち
向
か
う
人
間
に
描
か
れ
て
い

る
。
「
僕
は
僕
の
意
志
を
現
実
社
会
に
働
き
掛
け
て
、
其
現
実
社
会
が
、
僕

の
意
志
の
為
に
、
幾
分
で
も
、
僕
の
思
ひ
通
り
に
な
っ
た
と
云
ふ
確
証
を
握

ら
な
く
っ
ち
ゃ
、
生
き
て
ゐ
ら
れ
な
い
ね
。
そ
こ
に
僕
と
云
ふ
も
の
』
存
在

の
価
値
を
認
め
る
ん
だ
」
。
(
六
)

社
会
に
対
し
て
、
代
助
は
考
え
て
い
る
ば
か
り
で
何
も
せ
ず
、
平
岡
は
や

た
ら
に
働
き
何
も
考
え
な
い
。
激
石
は
平
岡
を
全
く
肯
定
的
に
描
い
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
代
助
が
「
世
の
中
が
悪
い
の
だ
」
、
「
日
本
対
西
洋
の
関
係

が
駄
目
だ
」
な
ど
の
説
得
力
の
な
い
言
い
訳
を
つ
け
、
自
分
の
働
か
な
い
こ

と
を
「
正
当
化
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
平
岡
は
世
の
中
の

す
べ
て
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
現
代
の
競
争
規
則
を
心
得
、
や
が
て

代
助
の
父
と
同
じ
よ
う
な
人
間
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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四
、
職
業
に
ま
つ
わ
る
知
識
人
の
苦
悩

高
橋
和
巳
は
「
知
識
人
の
苦
悩
l
|
夏
目
激
石
」
の
中
で
、
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
激
石
に
と
っ
て
、
資
本
主
義
は
拝
金
主
義
と
映
っ
て
お
り
、
職

業
的
専
門
人
は
出
世
主
義
者
な
い
し
は
拝
金
主
義
へ
の
屈
服
者
と
映
っ
て

い
た
」
。
こ
こ
で
の
、
「
屈
服
者
」
と
い
う
言
葉
は
実
に
意
味
深
い
。
「
屈
服
」



と
い
う
一
語
の
反
映
し
た
圧
迫
感
の
あ
る
人
間
関
係
は
、
「
十
ご
で
こ
う

描
か
れ
て
い
る
。
「
穏
や
か
に
人
の
目
に
着
か
な
い
服
装
を
し
て
、
乞
食
の

如
く
、
何
物
を
か
求
め
つ
h

、
人
の
市
を
う
ろ
つ
い
て
歩
く
だ
ら
う
」
。
「
屈

服
」
す
る
こ
と
に
は
「
岳
辱
」
の
感
情
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
恥

辱
感
へ
の
憎
悪
は
、
代
助
を
就
職
か
ら
遠
ざ
け
る
。
浜
野
京
子
は
こ
う
述
べ

て
い
る
。
「
麺
起
に
関
係
し
た
経
験
は
劣
等
で
あ
り
、
精
神
の
堕
落
を
来
す

と
常
々
考
え
て
い
た
代
助
に
は
、
そ
う
容
易
に
降
参
し
て
麺
麹
の
為
に
働
く

こ
と
な
ど
出
来
は
し
な
い
」
。
「
降
参
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
敵
対
」
の
関
係

が
存
在
す
る
と
い
う
の
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
代
助
が
「
敵
」

と
し
て
い
る
の
は
、
父
を
は
じ
め
と
す
る
「
強
権
」
の
あ
る
「
世
の
中
」
で

あ
る
。
こ
う
い
う
強
敵
に
「
麺
麹
」
を
乞
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
代
助
に
と

っ
て
莫
大
な
侮
辱
で
あ
る
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
代
助
は
そ
の
侮
辱
を
免
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
父
か
ら
毎
月
お
金
を
貰
う
こ
と
は
そ
の
証
明
で
あ
る
。

た
だ
し
、
代
助
は
無
意
識
的
に
出
来
る
限
り
そ
の
侮
辱
を
最
小
限
度
に
抑
え

て
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
代
助
の
職
業
観
を
現
実
に
合
わ
な
い
と
し
て
一
切

否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
中
に
は
、
積
極
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
将

来
性
に
富
ん
だ
示
唆
が
含
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
高
橋
和
巳
に

こ
う
い
う
見
解
が
あ
る
。

「
激
石
に
と
っ
て
、
い
や
、
作
中
の
長
井
代
助
に
と
っ
て
は
、
職
業
な
る

も
の
は
、
そ
も
そ
も
真
の
生
活
の
敵
で
あ
り
、
真
の
職
業
は
食
う
た
め
に
で

は
な
く
、
衣
食
に
不
自
由
の
な
い
者
が
、
〈
も
の
好
き
〉
に
や
る
も
の
で
な

「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
| け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
職
業
観
は
遥
か
な
未
来
の
理
想
と
し

て
は
示
唆
に
富
み
、
た
ぶ
ん
神
の
観
念
を
媒
介
せ
ず
に
、
文
字
通
り
の
天
職

職
業
観
を
徹
底
す
れ
ば
、
こ
う
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。
」
高
橋
氏
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
「
天
職
職
業
観
」
の
到
来
す
る
の
は
、
遥
か
な
未
来
で
あ
る
。

明
治
時
代
の
日
本
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
「
職
業
観
」
を
も
っ
て
い
る
代
助

の
思
想
は
、
時
代
を
超
え
て
い
る
。

代
助
の
仕
事
に
抵
抗
す
る
姿
は
、
「
不
機
嫌
」
な
時
代
の
社
会
で
ね
じ
く

れ
て
い
る
人
の
悩
み
の
具
現
で
あ
る
。
作
者
の
激
石
自
身
に
も
、
日
記
や
講

演
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、
知
識
人
と
し
て
の
苦
渋
が
あ
り
あ
り
と
現
れ
て
い

る
。
夏
目
激
石
は
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
六
日
に
鈴
木
三
重
吉
に
宛
て
た

書
簡
の
中
で
で
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
吾
人
の
世
に
立
つ
所
は
キ
タ
ナ
イ
者

で
も
、
不
愉
快
な
も
の
で
も
、
ぃ
ゃ
な
も
の
で
も
一
切
避
け
ぬ
、
否
進
ん
で

そ
の
内
へ
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
何
に
も
出
来
ぬ
と
い
う
事
で
あ
る
。

た
だ
き
れ
い
に
'
つ
つ
く
し
く
暮
ら
す
、
即
ち
詩
人
的
に
く
ら
す
と
い
う
事

は
生
活
の
意
義
の
何
分
一
か
知
ら
ぬ
が
や
は
り
極
め
て
僅
少
な
部
分
か
と
思

う
。
で
『
草
枕
』
の
よ
う
な
主
人
公
で
は
い
け
な
い
。
あ
れ
も
い
い
が
や
は

り
今
の
世
界
に
生
存
し
て
自
分
の
よ
い
所
を
通
そ
う
と
す
る
に
は
ど
う
し
て

も
イ
プ
セ
ン
流
に
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」
。

「
一
切
避
け
ぬ
」
、
「
進
ん
で
そ
の
内
へ
飛
び
込
」
む
典
型
と
「
た
だ
き
れ

い
に
う
つ
く
し
く
」
「
詩
人
的
に
」
暮
ら
す
典
型
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
平

岡
」
と
「
代
助
」
の
姿
が
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
こ
で
激
石
は
前
者
を
肯
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
勇
気
を
も
っ
て
に
現
実
に
か
か
わ
ろ
う
と
弟

p
h
υ
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「
麺
麹
」
を
離
れ
た
「
天
爵
的
貴
族
」
|
|
『
そ
れ
か
ら
』
の
長
井
代
助
像
考
察
|
|

子
を
励
ま
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
四
十
四
年
八
月
の
講
演
「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
中
で
は
、
激
石

は
「
西
洋
の
開
化
(
す
な
わ
ち
一
般
の
開
化
)
は
内
発
的
で
あ
っ
て
、
日
本

の
現
代
の
開
化
は
外
発
的
で
あ
る
」
と
日
本
の
開
化
の
性
質
を
説
破
し
て
い

る
。
西
洋
で
三
百
年
も
か
か
る
開
化
の
過
程
を
、
日
本
人
は
僅
か
四
十
年
間

で
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
も
、
外
界
の
圧
迫
か
ら
発
生
し
て
い

る
た
め
、
「
こ
う
い
う
開
化
の
影
響
を
受
け
る
国
民
は
ど
こ
か
に
空
虚
の
感

が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
ど
こ
か
に
不
満
と
不
安
の
念
を
懐
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
」
激
石
は
現
代
日
本
の
開
化
の
性
質
と
問
題
を
鋭
く
穿

っ
て
い
る
が
、
好
い
解
決
策
は
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
。
講
演
の
終
り

に
は
、
「
と
に
か
く
私
の
解
剖
し
た
事
が
本
当
の
所
だ
と
す
れ
ば
我
々
は
日

本
の
将
来
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
悲
観
し
た
く
な
る
の
で
あ
り

ま
す
。
(
中
略
)
私
に
は
名
案
も
何
も
な
い
。
た
だ
出
来
る
だ
け
神
経
表
弱

に
催
ら
な
い
程
度
に
お
い
て
、
内
発
的
に
変
化
し
て
行
く
が
好
か
ろ
う
と
い

う
よ
う
な
体
裁
の
好
い
こ
と
を
言
う
よ
り
外
に
仕
方
が
な
い
」
と
し
か
言
え

F

仇、。
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N
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 こ

の
「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
講
演
は
「
そ
れ
か
ら
」
を
世
に
問
う
た
二

年
後
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
講
演
の
終
り
方
は
、
「
そ
れ
か
ら
」
に
お
け

る
代
助
の
悲
観
的
な
思
想
と
一
脈
通
じ
て
い
る
。
前
述
し
た
鈴
木
三
重
吉
宛

の
書
簡
に
お
い
て
積
極
的
に
世
の
中
に
入
る
と
い
う
考
え
方
と
は
雲
泥
の
差

で
あ
る
。

し
か
し
、
大
正
二
年
十
二
月
十
二
日
、
激
石
は
ま
た
「
模
倣
と
独
立
」
と

い
う
講
演
を
発
表
し
、
猛
烈
に
自
己
に
忠
実
に
生
き
る
決
心
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
講
演
で
、
激
石
は
盲
目
的
に
模
倣
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
世
の
中

の
仕
来
り
に
反
対
し
て
思
想
上
の
改
革
を
図
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
し
っ
か

り
し
た
根
抵
、
イ
ン
デ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
精
神
、
明
確
な
目
安
を
も
っ
て
、
俗

世
の
目
を
俸
ら
ず
「
強
い
猛
烈
な
勇
気
」
で
「
断
言
し
、
宣
言
し
、
実
行
す

る
」
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
彼
は
真
宗
の
親
鴛
上
人
と
ノ
ル
ウ
ェ
イ

の
劇
作
家
イ
プ
セ
ン
を
例
に
挙
げ
、
自
分
を
支
配
す
る
権
威
あ
っ
て
始
め
て

真
の
大
改
革
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
激
石
の
考
え
方
の
変
化
を
見
て
く
る
と
、
社
会
現
実
を
前

に
し
て
激
石
の
消
極
と
積
極
、
悲
観
と
楽
観
の
聞
を
揺
れ
動
く
矛
盾
的
な
心

理
状
態
が
見
え
る
。
一
人
の
知
識
人
し
し
て
転
換
期
の
社
会
の
中
で
動
揺
す

る
不
安
の
心
持
が
読
み
取
れ
る
。
作
者
の
こ
の
よ
う
な
心
情
は
、
そ
の
作
っ

た
主
人
公
に
も
現
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

代
助
の
場
合
は
、
そ
の
持
て
余
さ
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
社
会
に
向

か
っ
て
爆
発
す
る
の
で
は
な
く
、
恋
愛
の
方
へ
仕
向
け
ら
れ
た
。
そ
れ
が
代

助
に
と
っ
て
「
猛
烈
に
生
き
る
」
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
社
会
問
題

を
い
ろ
い
ろ
見
て
い
る
が
、
自
己
を
支
え
る
「
非
常
な
強
い
根
底
の
あ
る
」

思
想
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
っ
か
り
し
た
理
想
と
信
仰
が
な
い
。
す
な
わ

ち
、
自
己
を
支
配
す
る
権
威
が
な
い
か
ら
、
社
会
現
実
を
変
え
る
の
に
積
極

的
に
努
力
で
き
ず
、
結
局
、
悲
劇
的
な
運
命
に
陥
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
社

会
が
好
い
方
向
へ
変
わ
る
よ
う
に
積
極
的
な
行
動
を
一
つ
も
取
っ
て
い
ず
、

た
だ
傍
観
者
の
姿
で
眺
め
て
い
る
代
助
の
姿
に
は
、
作
者
夏
目
激
石
の
、
一
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人
の
知
識
人
と
し
て
、
強
大
な
現
実
の
前
で
自
分
の
無
力
さ
に
よ
る
悲
観
も

反
映
さ
れ
て
い
る
。
現
実
社
会
の
前
で
、
悲
観
し
な
が
ら
、
積
極
的
生
活
を

し
よ
う
と
す
る
激
石
の
矛
盾
、
沈
論
と
奮
起
の
間
で
も
が
く
激
石
の
苦
痛

は
、
代
助
に
託
さ
れ
て
い
る
。

金
剛
石
は
欲
し
い
が
、
お
腹
の
す
い
た
と
き
に
は
、
馬
鈴
薯
の
ほ
う
が
役

に
立
つ
。
「
自
由
た
る
精
神
生
活
」
は
、
高
値
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
厭
で

も
金
剛
石
を
放
り
出
し
て
、
馬
鈴
薯
に
噛
り
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の

は
、
一
人
の
長
井
代
助
の
み
で
は
な
く
、
殆
ど
凡
て
の
「
自
由
な
る
精
神
生

活
」
に
憧
れ
る
知
識
人
の
対
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
窮
境
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

A
U
 長

井
代
助
は
高
等
教
育
を
受
け
た
一
人
の
知
識
人
と
し
て
、
高
尚
な
趣
味

を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
「
純
一
無
雑
な
自
由
な
る
精
神
生
活
」
を
求
め
て
い

る
。
し
か
し
、
経
済
上
の
不
安
定
さ
は
、
彼
の
精
神
生
活
を
完
全
に
自
由
に

さ
せ
な
い
。
経
済
上
の
依
存
性
は
、
彼
の
社
会
批
判
を
空
虚
で
中
途
半
端
な

も
の
に
し
て
い
る
。
代
助
に
は
、
「
現
代
日
本
の
開
花
」
で
語
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
作
者
激
石
の
社
会
現
実
の
前
で
の
無
力
さ
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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