
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

 
 
 
 
 
 
 
「
知
」
と
「
信
（
信
仰
）
」
の
ゆ
く
え
一

樋

口

己糸

子

一．

ﾍ
じ
め
に

 
『
南
京
の
基
督
』
は
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
年
）
七
月
一
日
発
行
の
雑
誌
、

『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
夜
来
の
花
』
〔
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
〕

に
収
め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
芥
川
龍
之
介
の
「
切
支

丹
物
」
の
一
つ
で
、
執
筆
時
期
と
し
て
は
中
期
に
分
類
さ
れ
る
。
芥
川
が
キ
リ

ス
ト
教
に
造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
芥
川
の
全
作
品
の

中
で
「
切
支
丹
物
」
は
一
割
を
超
え
、
し
か
も
芥
川
の
作
家
人
生
の
中
で
、
初

め
か
ら
終
り
ま
で
満
遍
な
く
書
き
続
け
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
こ
の
作
品

は
、
駒
尺
喜
美
氏
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
「
肯
定
的
キ
リ
シ
タ
ン
物
」
と
「
否
定

的
キ
リ
シ
タ
ン
物
」
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
作
品
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

 
実
際
に
、
芥
川
自
身
「
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
、
基
督
教
的
信
仰
或
は
基

督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
。
」
と
告
白
し
て
い

る
よ
う
に
、
一
九
二
一
年
に
書
か
れ
た
『
南
京
の
基
督
』
は
、
芥
川
が
キ
リ
ス

ト
教
を
嘲
る
た
め
に
「
切
支
丹
物
」
を
書
こ
う
と
方
向
転
換
し
た
そ
の
直
前
に

書
か
れ
た
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
作
品

の
中
に
は
、
主
人
公
に
注
が
れ
た
芥
川
の
優
し
い
目
と
彼
女
の
純
朴
な
信
仰
に

対
す
る
冷
あ
た
目
の
両
方
が
窺
え
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
に

お
い
て
は
、
「
愛
す
る
」
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
「
嘲
る
」
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
と
の
過
渡
期
に
あ
た
る
作
品
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
芥
川

は
こ
の
作
品
の
舞
台
を
幻
想
的
な
雰
囲
気
を
持
っ
た
南
京
の
一
私
窩
子
（
私
娼
）

の
部
屋
に
設
定
し
、
冒
頭
か
ら
異
国
情
緒
あ
ふ
れ
る
彼
女
の
部
屋
の
描
写
で
始

め
て
い
る
。
こ
こ
で
読
者
の
心
は
、
す
ぐ
に
遠
い
南
京
に
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
別
空
間
の
用
い
方
は
、
芥
川
の
「
愛
」

と
「
嘲
り
」
を
違
和
感
な
く
表
現
す
る
た
め
の
場
所
の
設
定
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。 

『
南
京
の
基
督
』
の
主
人
公
「
上
金
花
」
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
な

が
ら
年
老
い
た
父
を
養
う
た
め
に
仕
方
な
く
私
窩
子
（
私
娼
）
を
し
て
い
る
が
、

そ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
「
救
い
」
を
信
じ
て
い
る
。
或
る
日
、
金
花
は
楊

梅
瘡
（
梅
毒
）
に
犯
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
客
を
取
る
こ
と
を
や
め
る
。
し

か
し
、
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
像
に
生
き
写
し
の
外
国
人
は
拒
む
こ
と
が
で
き
ず
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に
抱
か
れ
、
翌
朝
楊
梅
瘡
（
梅
毒
）
が
治
る
と
い
う
「
奇
蹟
」
を
経
験
す
る
。
こ

の
話
を
聞
い
た
日
本
人
旅
行
家
は
、
私
娼
を
買
っ
た
男
が
梅
毒
で
発
狂
し
た
と

い
う
話
を
思
い
出
す
が
、
彼
は
彼
女
に
そ
の
真
実
を
伝
え
ず
に
「
西
洋
の
伝
説

の
や
う
な
夢
」
を
見
さ
せ
た
ま
ま
に
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
作
品
は
、
読
む
人
に
異
国
情
緒
た
っ
ぷ
り
の
世
界
と
純
粋
で
け
な
げ
な

少
女
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
が
、
最
後
に
日
本
人
旅
行
家
に
よ
っ
て
、
読
者
の

そ
の
夢
の
よ
う
な
世
界
が
壊
さ
れ
る
。
芥
川
特
有
の
オ
チ
（
曝
露
）
に
よ
っ
て
現

実
世
界
へ
引
き
戻
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
最
後
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
「
神
聖
な
愚
人
」
の
話
が
完
成
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
聖

な
る
愚
人
」
と
は
、
『
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
』
〔
一
九
一
九
（
大
正
九
）
年
〕
の
作

品
の
中
に
登
場
し
た
言
葉
で
、
現
実
を
超
え
た
世
界
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
純
粋
な
信
仰
を
持
ち
続
け
た
人
に
対
す
る
芥
川
の
憧
憬
を
込
め
た
表
現
で
あ

る
。 

こ
の
「
南
京
の
基
督
」
は
、
芥
川
の
代
表
的
な
作
品
の
一
つ
と
さ
れ
、
 
そ

の
文
体
や
形
式
に
つ
い
て
は
高
い
評
価
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
の
ゆ

え
に
、
発
表
直
後
は
、
「
趣
味
ば
か
り
で
固
め
た
メ
ル
ヘ
ン
の
領
域
」
、
「
巧
い

も
の
だ
と
云
ひ
た
く
な
る
。
が
、
こ
の
作
は
た
ゴ
そ
れ
だ
け
の
物
に
過
ぎ
な

 
 い

」
と
酷
評
さ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
は
、
そ
の
内
容
の
ゆ
え
に
、
多
く
の
人

か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
作
品
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
一

見
メ
ル
ヘ
ン
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
そ
の
中
に
「
曖
昧
さ
」
や
「
躊

躇
」
が
あ
る
た
め
、
読
む
人
に
よ
っ
て
様
々
な
世
界
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
芥
川
自
身
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
曖
昧
さ

芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

で
あ
り
、
躊
躇
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
多
く
の
人
々
が
こ
の
作

品
に
関
心
を
よ
せ
、
曖
昧
さ
と
躊
躇
の
根
本
原
因
を
探
ろ
う
と
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
を
こ
の
作
品
に
与
え
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
読
者
の
関
心
の
中
心
は
、
「
金

花
の
病
気
が
治
癒
し
た
の
か
」
、
も
し
、
日
本
人
の
旅
行
家
か
ら
事
実
を
聞
か

さ
れ
た
ら
「
金
花
の
信
仰
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
」
と
い
う
二
点
に
集
約
さ

れ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
答
え
を
出
す
た
め
に
は
、
こ
の
作
品
の
中

の
「
何
が
現
実
で
何
が
虚
構
」
な
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

「
知
る
こ
と
」
と
「
信
じ
る
こ
と
」
の
相
違
に
つ
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
見
地
か

ら
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。

二
．
治
癒
の
現
実
と
虚
構

 
金
花
の
楊
梅
瘡
（
梅
毒
）
の
治
癒
は
「
現
実
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も

「
虚
構
」
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
従
っ
て
、
作
品
の
そ
の
箇
所
を
取
り
上
げ
な
が
ら
考
察
し
て

み
た
い
。

 
金
花
は
梅
毒
に
か
か
り
、
そ
の
治
す
方
法
と
し
て
誰
か
に
「
う
つ
し
返
す
」

と
い
う
こ
と
を
朋
輩
か
ら
教
え
て
も
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
っ
て
う
つ
し
た

相
手
の
病
状
が
も
っ
と
悪
く
な
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け
た

く
な
い
と
の
思
い
か
ら
、
以
後
、
客
を
取
る
こ
と
を
拒
む
。
そ
の
よ
う
な
金
花

で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
部
屋
に
か
け
て
あ
る
「
十
字
架
の
基
督
」
の
面
持
ち
に

似
た
外
国
人
を
見
た
時
に
、
思
わ
ず
身
体
を
許
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
キ
リ

ス
ト
と
共
に
天
国
の
キ
リ
ス
ト
家
に
い
る
夢
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
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芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

食
卓
に
ご
馳
走
が
並
べ
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
か
ら
そ
れ
を
食
べ
る
と
病
気
が
す
ぐ

に
治
る
と
言
わ
れ
る
。
翌
朝
目
が
覚
め
、
我
に
返
っ
た
金
花
は
、
楊
梅
瘡
が
治
っ

た
こ
と
に
気
づ
く
が
、
そ
の
「
奇
蹟
」
は
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
こ
の
「
奇
蹟
物
語
」
の
設
定
が
、
こ
の
作
品
を
「
お
伽
噺
」
、
「
メ
ル
ヘ
ン
」

と
言
わ
せ
た
一
つ
の
原
因
で
も
あ
る
が
、
芥
川
は
金
花
の
身
体
か
ら
梅
毒
の
症

状
が
消
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
実
は
、
現
実
の
答
え
を
用
意
し
て
い
た
。
そ
れ

は
彼
の
南
部
修
太
郎
宛
の
手
紙
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
南
部
修
太
郎
は
、

新
聞
の
書
評
の
中
で
『
南
京
の
基
督
』
を
「
小
奇
麗
に
小
器
用
に
纏
め
上
げ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

固
。
江
8
を
書
い
て
、
気
持
好
さ
さ
う
に
遊
ん
で
み
る
」
と
酷
評
し
た
が
、
芥

川
は
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
書
評
が
出
た
四
日
後
〔
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）

七
月
十
五
日
付
〕
に
彼
に
手
紙
を
書
い
て
反
論
し
た
。

 
 
あ
の
日
本
人
旅
行
家
が
金
花
に
眞
理
を
告
げ
得
な
い
心
も
ち
は
何
故
遊
び
に
画
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
て
る
る
か
僕
等
作
家
が
人
生
か
ら
0
9
0
霧
訂
接
げ
を
掴
ん
だ
場
合
そ
の
暴
露
に

 
 
躊
躇
す
る
気
も
ち
は
あ
の
日
本
旅
行
家
が
悩
ん
で
み
る
心
も
ち
と
同
じ
で
は
な
い

 
 
か
君
自
身
が
さ
う
云
ふ
心
も
ち
を
感
じ
る
程
残
酷
な
人
生
に
対
し
た
事
は
な
い
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
か
君
自
身
無
数
の
金
花
た
ち
を
君
の
周
囲
に
見
た
覚
え
は
な
い
の
か
さ
う
し
て
彼

 
 
等
の
幻
を
破
る
事
が
反
っ
て
彼
等
を
不
幸
に
す
る
苦
痛
を
嘗
あ
た
事
は
な
い
の
か
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

 
 
（
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
、
一
九
二
〇
年
七
月
十
五
日
付
）
（
傍
点
筆
者
以
下
同
様
）

 
芥
川
は
そ
の
中
で
、
こ
の
日
本
人
旅
行
家
が
し
た
よ
う
に
、
人
生
を
深
く
考

え
て
い
く
作
家
は
、
「
○
往
。
⊆
ω
甫
暮
只
残
酷
な
真
実
）
」
に
出
会
う
が
、
そ
れ

を
知
り
な
が
ら
も
誰
か
に
伝
え
な
い
思
い
や
り
の
経
験
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
そ
れ
を
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
る
「
無
数
の
金
花
た
ち
」
を
現
実
に
見

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
手
紙
に
よ
り
『
南
京
の
基
督
』
は
、

芥
川
に
と
っ
て
単
な
る
メ
ル
ヘ
ン
で
も
遊
び
で
も
な
く
、
芥
川
が
作
家
と
し
て

経
験
し
た
現
実
に
即
し
た
と
こ
ろ
の
真
面
目
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ

て
い
る
。
と
同
時
に
、
「
無
数
の
金
花
た
ち
」
を
実
際
に
周
囲
に
見
る
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
現
実
を
ふ
ま
え
て
こ
の
作
品
を
書
い
て
い
る
と
い
う
芥

川
の
現
実
の
姿
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
金
花
の
姿
は
さ
ら
に
現

実
味
を
持
っ
て
迫
っ
て
く
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

 
ま
た
、
二
通
目
の
手
紙
の
中
で
〔
一
九
二
〇
年
（
大
正
九
年
）
七
月
十
七
日
付
〕

芥
川
は
、
『
南
京
の
基
督
』
の
中
に
出
て
く
る
金
花
の
梅
毒
の
症
状
が
消
え
た

こ
と
や
日
本
人
旅
行
家
の
言
葉
に
よ
る
と
、
金
花
が
梅
毒
を
う
つ
し
た
と
思
わ

れ
る
O
①
霞
σ
q
①
ζ
三
寸
が
、
梅
毒
の
ゆ
え
に
発
狂
し
た
こ
と
に
は
医
学
的
な

根
拠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
切
々
と
述
べ
て
い
る
。

 
 
2
…
附
記
売
笑
婦
が
健
全
で
も
伝
染
し
た
梅
毒
の
為
に
相
手
の
男
が
死
ぬ
場
合
は

 
 
 
多
く
あ
る
殊
に
外
国
人
に
移
っ
た
場
合
は
余
計
多
い
そ
れ
を
莫
迦
げ
た
事
だ
と

 
 
 
思
ふ
の
は
君
の
見
聞
が
狭
い
か
ら
だ
（
後
略
）
…

 
 
3
0
島
。
話
宵
。
昏
 
云
々
の
条
は
更
に
個
條
を
分
け
て
反
問
す
る

 
 
（
イ
）
金
花
の
梅
毒
が
治
る
事
は
今
日
の
科
学
で
は
可
能
だ
唯
根
治
で
は
な
い
外

 
 
 
面
的
徴
候
は
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
進
む
間
に
消
滅
す

 
 
 
る
つ
ま
り
間
歌
的
に
平
人
同
様
と
な
る
の
だ
い
く
ら
君
が
治
る
も
の
か
と
威
張
っ

 
 
 
て
も
治
る
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
い
も
し
君
が
今
日
の
泌
尿
器
医
学
の
記
載
を
覆

 
 
 
す
事
が
出
来
る
の
な
ら
僕
は
君
に
降
参
す
る
さ
も
な
け
れ
ば
君
が
降
参
す
べ
き

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
だ
（
南
部
修
太
郎
宛
書
簡
、
一
九
二
〇
年
七
月
十
七
日
付
）

 
前
述
し
た
よ
う
に
、
金
花
の
梅
毒
の
症
状
が
消
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
奇
蹟
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に
よ
る
「
完
全
な
治
癒
」
な
の
か
、
「
み
せ
か
け
の
も
の
（
潜
伏
期
）
」
な
の
か

と
い
う
論
議
は
、
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
三
好
行

雄
は
そ
の
考
証
は
無
用
と
し
な
が
ら
も
、
芥
川
が
手
紙
に
書
い
た
梅
毒
特
有
の

潜
伏
期
が
、
一
夜
に
し
て
起
こ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
が
当
時
の
泌
尿
器
医
学

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

に
記
載
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
こ
の
論
に
三
好
氏

が
深
入
り
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
こ
の
手
紙
が
「
南
部
の
批
評
に
触
発
さ

れ
た
芥
川
の
強
弁
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
と
、
こ
の
作
品
が
手
紙
の
事
実
を
ふ

ま
え
て
書
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
奇
蹟
か
潜
伏
か
と
い
う
論
は
不
要
に
な

り
、
「
は
る
か
に
残
酷
に
、
人
聞
の
〈
幸
福
〉
が
危
う
い
、
一
瞬
の
錯
覚
の
な

か
に
し
か
な
い
こ
と
を
、
し
か
も
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
代
償
を
支
払
わ
ね
ば
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

ら
ぬ
か
を
見
抜
い
て
い
る
」
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
手
紙
が
積

極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
南
京
の
基
督
』
そ
れ
自
体
の
話

の
可
能
性
が
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
の
危
惧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
、
鷺
ロ
ハ
定
立
は
、
「
梅
毒
の
症
状
が
段
階
的
に
悪
化
す
る
の

に
応
じ
て
一
時
的
に
外
部
的
徴
候
が
消
滅
し
、
〈
潜
伏
〉
が
あ
た
か
も
平
癒
の

ご
と
き
観
を
呈
す
る
と
い
う
事
実
一
こ
の
梅
毒
に
固
有
の
症
状
が
絶
妙
の
利
用

に
よ
っ
て
、
作
品
は
構
成
を
保
証
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
「
潜
伏
」
自
身
が
「
奇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

蹟
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
立
場
を
取
り
、
大
正
時
代
に
出
版

さ
れ
て
い
た
『
花
柳
病
診
断
及
治
療
法
』
を
取
り
上
げ
、
医
学
的
な
根
拠
か
ら

補
足
し
た
の
が
笠
井
秋
生
氏
で
、
「
芥
川
は
、
顕
症
梅
毒
と
潜
伏
梅
毒
が
交
互

に
現
れ
る
と
い
う
梅
毒
固
有
の
症
状
や
、
外
国
人
か
ら
感
染
し
た
場
合
は
第
一

期
・
第
二
期
の
症
状
を
経
ず
に
す
ぐ
第
三
期
の
症
状
を
呈
す
る
と
い
う
こ
と
を

十
分
知
っ
た
う
え
で
、
『
南
京
の
基
督
』
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
」
と
考
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
梅
毒
の
自
覚
症
状
が
あ
っ
た
時
点
で
金
花
は
、

既
に
第
二
期
に
入
っ
て
お
り
、
Q
Φ
o
超
Φ
ζ
霞
曼
と
関
係
を
持
っ
て
一
夜
に

し
て
そ
の
症
状
が
消
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
潜
伏
期
に
入
っ
た
こ
と
で
説
明
が

つ
く
こ
と
、
二
回
目
に
日
本
人
旅
行
家
が
金
花
の
も
と
を
訪
れ
た
時
は
翌
年
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

春
で
あ
る
が
、
そ
の
潜
伏
期
は
通
常
一
ケ
月
か
ら
六
ケ
月
程
度
続
く
た
め
、
金

花
が
日
本
人
旅
行
家
に
「
そ
の
後
一
度
も
煩
っ
て
い
な
い
」
と
答
え
た
こ
と
に

医
学
的
な
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
金
花
の
潜
伏
期
は
既
に
終
り
に
さ
し
か
か
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

症
状
が
現
れ
る
段
階
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
友

重
幸
四
郎
氏
は
、
「
芥
川
は
医
学
的
知
識
を
十
分
に
知
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
作

品
の
構
想
の
一
部
に
利
用
し
た
、
と
み
る
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

 
 

る
」
と
両
氏
の
論
に
賛
成
し
て
い
る
。

 
確
か
に
、
芥
川
が
当
時
の
医
学
的
事
実
を
調
べ
た
上
で
『
南
京
の
基
督
』
の

執
筆
し
た
こ
と
は
、
こ
の
手
紙
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
芥
川
の
書
簡
は
、
南

部
修
太
郎
の
書
評
に
対
し
て
激
怒
し
た
ゆ
え
の
書
簡
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
も
し
、
彼
が
好
意
的
な
書
評
を
書
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
芥
川
が
梅
毒
に
対

し
て
詳
し
い
知
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
世
に
出
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言

え
ば
、
芥
川
が
こ
の
よ
う
な
手
紙
を
書
い
た
と
し
て
も
、
も
し
、
そ
の
手
紙
が

世
に
出
な
け
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
な
論
議
も
な
さ
れ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
に
し
て
も
偶
然
の
産
物
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る

論
議
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
作
品
の
外
で
論
議
さ
れ
て
い
る
。
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介
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従
っ
て
、
『
南
京
の
基
督
』
を
論
じ
る
場
合
、
背
後
に
芥
川
特
有
の
緻
密
な

計
算
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
医
学
的
な
見
地
に
立
っ
た

梅
毒
の
事
実
を
前
面
に
押
し
出
す
の
で
は
な
く
、
金
花
が
潜
伏
ゆ
え
の
再
発
や

再
罹
患
と
い
う
現
実
に
出
会
っ
た
時
、
そ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う

点
に
焦
点
を
あ
て
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
作
品
を
読
む
限
り
に
お
い

て
は
、
実
は
金
花
は
、
「
奇
蹟
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
「
○
象
。
⊆
ω
貯
暮
只
残

酷
な
真
実
）
」
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
存
在
で
も
あ
る
。
旅
行
家
が
そ
れ
を
伝
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
「
奇
蹟
」
を
純
粋
に
信
じ
て

い
る
金
花
を
ど
う
捉
え
る
の
か
と
い
う
点
も
論
議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

三
．
信
仰
の
現
実
と
虚
構

 
芥
川
が
自
殺
し
た
際
、
そ
の
枕
辺
に
聖
書
が
開
い
て
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
な

話
で
あ
る
。
こ
の
逸
話
が
示
す
よ
う
に
、
芥
川
は
若
い
時
期
か
ら
キ
リ
ス
ト
教

に
惹
か
れ
、
そ
れ
を
題
材
と
し
て
作
品
を
書
き
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
。

 
 
僕
は
年
少
の
時
、
硝
子
画
の
窓
や
振
り
香
炉
や
コ
ン
タ
ス
の
為
に
基
督
教
を
愛
し

 
 
た
 
そ
の
後
部
の
心
を
捉
へ
た
も
の
は
聖
人
や
福
者
の
伝
記
だ
っ
た
 
僕
は
彼
等

 
 
の
三
三
の
事
蹟
に
心
理
的
或
は
戯
曲
的
興
味
を
感
じ
、
そ
の
為
に
又
基
督
教
を
愛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
し
た
 
即
ち
僕
は
基
督
教
を
愛
し
な
が
ら
、
基
督
教
的
信
仰
に
は
徹
頭
徹
尾
冷
淡

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
だ
っ
た
 
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
っ
た
 
僕
は
千
九
百
二
十
二
年
来
、
基
督
教

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
的
信
仰
或
は
基
督
教
徒
を
嘲
る
為
に
屡
短
篇
や
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
艸
し
た
 
し
か

 
 
も
そ
れ
等
の
短
篇
は
や
は
り
い
つ
も
基
督
教
の
芸
術
的
荘
厳
を
道
具
に
し
て
み
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

 
 
即
ち
僕
は
基
督
教
を
軽
ん
ず
る
為
に
反
っ
て
基
督
教
を
愛
し
た
の
だ
っ
た

 
芥
川
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
は
、
魅
力
的
な
日
常
の
風
景
か
ら
起
こ
っ

た
。
そ
し
て
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
生
き
様
に
心
を
傾
け
た
が
、
そ
れ
は
冷
淡
な

も
の
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
芥
川
が
書
く
切
支
丹
物
の
中
に
は
、
キ
リ

ス
ト
教
を
嘲
る
も
の
が
あ
り
、
ま
た
は
芸
術
の
た
め
に
単
に
道
具
と
し
て
利
用

す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
南
京
の
基
督
』
が
「
キ
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

ス
ト
教
の
信
仰
や
信
徒
を
嘲
る
意
図
を
も
っ
た
作
品
」
と
評
さ
れ
た
所
以
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
反
し
て
芥
川
は
キ
リ
ス
ト
教
を
愛
し
た
と
い
う
。
ま
た
、

芥
川
は
、
晩
年
、
「
芸
術
的
に
ク
リ
ス
ト
教
を
一
殊
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
を
愛
し

 
 
 
 

て
る
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
佐
藤
泰
正
氏
は
、
芥
川
に
は
「
思
想
と
文
体
の

乖
離
」
が
あ
り
、
「
切
支
丹
物
は
、
こ
の
矛
盾
、
乖
離
の
最
も
あ
ざ
や
か
な
顕

 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
の
場
所
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
を

嘲
笑
し
、
愚
弄
す
る
よ
う
な
作
品
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
そ
の
ま
ま
人

間
芥
川
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
に
、
単
純
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
多
く
の

 
 
 
 
 
 

誤
謬
を
生
む
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

 
で
は
、
芥
川
は
『
南
京
の
基
督
』
の
主
人
公
金
花
を
ど
の
よ
う
な
信
仰
の
持

ち
主
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
あ
ま
り
詳
細
に
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

 
金
花
は
、
五
歳
の
時
に
洗
礼
を
受
け
、
以
来
「
羅
馬
加
特
力
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）

教
の
信
仰
を
ず
っ
と
持
ち
績
け
て
」
い
る
十
五
歳
の
娼
婦
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト

教
徒
で
あ
り
な
が
ら
、
娼
婦
で
あ
る
と
い
う
「
罪
の
姿
」
に
対
し
て
、
そ
れ
は

生
き
て
い
く
た
め
に
仕
方
の
な
い
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
年
老
い
た
父

親
を
養
う
た
め
の
「
自
己
犠
牲
」
で
あ
り
「
献
身
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
・
に
成
り
立
っ
た
論
理
で
あ
る
。
し
か
も
、
尚
且
つ
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
を
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の

確
信
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
宮
坂
朝
曇
は
、
金
花
の
こ
の
考
え

方
は
「
東
洋
的
エ
ト
ス
」
、
つ
ま
り
「
孝
道
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
金

花
が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
孝
道
を
取
り
違
え
た
理
由
と
し
て
、
「
ほ
と
ん
ど
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚
が
な
い
時
か
ら
の
習
量
的
に
奉
ず
る
信
仰
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
孝
道
」
は
、
人
に
迷
惑
を
か
け
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
彼
女
の
別
の
倫
理
観
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
。
金
花
が
梅
毒
を
病
み
、
そ
れ

を
誰
か
に
う
つ
し
た
場
合
、
ひ
ど
い
も
の
に
な
る
と
知
っ
た
際
に
、
親
を
養
う

こ
と
よ
り
も
、
他
人
の
幸
せ
を
壊
さ
な
い
こ
と
を
優
先
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
金
花
の
心
の
拠
り
所
は
、
壁
に
か
か
っ
て
い
る
小
さ
な
「
受
難
の

基
督
の
十
字
架
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
字
架
へ
の
執
着
か
ら
、
そ
れ
は
純
粋
な

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
で
は
な
く
、
そ
の
「
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
像
」
、
ひ
い
て
は

そ
の
面
持
ち
に
似
て
い
た
が
た
め
に
、
金
花
が
コ
夜
南
京
に
降
っ
た
基
督
」

と
信
じ
た
そ
の
「
南
京
の
基
督
」
そ
の
も
の
に
限
定
さ
れ
た
信
仰
で
あ
る
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 

言
わ
れ
て
い
る
。

 
ま
た
、
鷺
ロ
ハ
雄
氏
は
、
彼
女
の
信
じ
て
い
る
神
は
「
日
本
的
な
神
」
で
、
厳

し
さ
を
も
っ
て
〈
罪
を
裁
く
〉
「
父
の
宗
教
」
で
は
な
く
、
愛
を
も
っ
て
〈
罪

を
赦
す
〉
「
母
の
宗
教
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
越
智
幸
恵
氏
は
、
金
花
の

「
母
な
る
キ
リ
ス
ト
教
」
と
日
本
人
旅
行
家
の
「
父
な
る
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い

う
「
相
反
す
る
宗
教
が
併
存
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
両
面
は
、
相
反
す
る
と
い
う
よ
り
も
互
い
に
補
完
し
あ
い
な
が
ら
存
在
す

る
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
に
関
し
て
は
、
裁
く
神
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
救
う
神
」
と
い
う
側
面
が
強
い
。
社
会
の
底
辺
に
押

芥
川
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介
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し
や
ら
れ
た
者
、
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
者
に
愛
を
示
し
、
徹
底
的
に
信
じ
よ

う
と
す
る
者
、
求
め
る
者
に
究
極
の
救
い
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
イ
エ
ス
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
花
も
イ
エ
ス
を
救
い
主
で
あ
る
と
徹
底
的
に
信
じ
た

一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
金
花
が
Q
①
霞
α
q
①
ζ
霞
幕
と
の
一
夜
を
共
に

し
た
後
、
身
体
が
治
癒
し
た
こ
と
に
気
付
き
、
彼
が
イ
エ
ス
で
あ
っ
た
と
確
信

し
て
祈
り
を
捧
げ
る
。
「
彼
女
は
思
は
ず
襯
衣
（
し
た
ぎ
）
の
儘
、
轄
ぶ
や
う
に

寝
墓
（
ね
だ
い
）
を
這
ひ
下
り
る
と
、
冷
た
い
敷
き
石
の
上
に
脆
（
ひ
ざ
ま
つ
）
い

て
、
再
生
の
主
と
言
葉
を
交
は
し
た
、
美
し
い
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
や
う
に
、

熱
心
な
祈
祷
を
捧
げ
出
し
た
。
…
」
芥
川
は
金
花
を
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」

と
重
ね
合
わ
せ
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
新
約
聖
書
に
よ
れ
ば
「
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
」
は
、
イ
エ
ス
の
ガ
リ
ラ
ヤ
伝

道
中
に
、
十
二
弟
子
と
共
に
イ
エ
ス
に
従
っ
た
大
勢
の
女
性
た
ち
の
一
人
で

（
ル
カ
八
・
一
～
三
）
、
彼
女
は
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
「
七
つ
の
悪
霊
」
追
い
出

し
て
も
ら
っ
た
経
験
を
持
つ
（
マ
コ
十
六
・
九
、
ル
カ
八
・
二
）
。
こ
の
「
七
つ

の
悪
霊
」
と
は
悪
質
の
病
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
、
重
い
病
に
か
か
っ
た
人
に

対
し
て
は
、
「
罪
の
結
果
」
で
あ
る
と
の
偏
見
が
あ
り
、
社
会
は
そ
の
よ
う
な

人
を
排
斥
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
彼
女
は
人
々
か
ら
は
蔑
ま
れ
、
希

望
の
な
い
人
生
を
歩
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
癒

さ
れ
た
彼
女
は
、
そ
れ
以
来
、
イ
エ
ス
の
献
身
的
な
弟
子
の
一
人
と
な
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
最
後
に
弟
子
た
ち
と
土
ハ
に
エ
ル
サ
レ
ム
に
向
か
っ

た
時
、
マ
リ
ア
も
そ
の
中
に
お
り
（
マ
コ
十
五
・
四
十
～
四
十
一
）
、
イ
エ
ス
が

十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
時
、
自
分
た
ち
も
捕
え
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
ほ
と
ん
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ど
の
弟
子
は
散
り
散
り
に
逃
げ
去
っ
た
が
、
マ
リ
ア
も
含
め
て
女
性
た
ち
は
、

イ
エ
ス
が
息
を
引
き
取
り
、
遺
体
が
墓
に
埋
葬
さ
れ
る
ま
で
ず
っ
と
付
き
添
っ

て
い
た
（
マ
コ
十
五
・
四
十
～
四
十
七
、
ル
カ
ニ
十
三
・
二
十
七
、
ヨ
ハ
十
九
・

二
十
五
）
。
そ
し
て
、
彼
女
は
安
息
日
を
守
っ
た
後
、
日
曜
日
に
一
番
初
め
に

墓
を
訪
れ
た
女
性
た
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
（
マ
タ
ニ
十
八
・
一
、
マ
コ
十
六
・

一
～
二
、
ヨ
立
流
十
・
一
）
。
ま
た
、
マ
リ
ア
は
、
復
活
の
主
に
最
初
に
出
会

う
と
い
う
栄
誉
が
与
え
ら
れ
た
女
性
で
も
あ
る
（
マ
コ
十
六
・
九
、
ヨ
ハ
ニ
十
・

十
一
～
十
六
）
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
に
出
会
っ
た
後
、
弟
子
た
ち
に
こ
の
復
活

の
出
来
事
を
知
ら
せ
る
役
割
を
担
っ
た
（
マ
タ
ニ
十
八
・
七
、
マ
コ
十
六
・
十
、

ル
カ
ニ
十
四
・
八
～
十
、
ヨ
ハ
ニ
十
・
十
七
～
十
八
）
。

 
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
は
、
「
深
い
敬
愛
を
も
っ
て
イ
エ
ス
を
慕
い
、
女
性
的

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

純
真
さ
を
も
っ
て
イ
エ
ス
に
仕
え
た
」
女
性
で
あ
る
。
そ
の
彼
女
を
悲
惨
な
状

況
か
ら
救
っ
た
の
が
イ
エ
ス
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
の

イ
エ
ス
へ
の
感
謝
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
頃
イ
エ
ス
の
グ
ル
ー

プ
は
確
固
た
る
経
済
的
基
盤
も
な
く
、
そ
の
教
え
は
時
の
権
力
者
か
ら
は
異
端

で
あ
り
、
神
を
冒
涜
す
る
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
、
機
会
あ
れ
ば
、
イ
エ
ス
を

捕
え
て
殺
そ
う
す
る
不
穏
な
動
き
さ
え
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

イ
エ
ス
に
従
う
と
は
、
た
だ
感
謝
を
現
わ
す
と
い
う
軽
い
気
持
ち
だ
け
で
は
、

難
し
い
。
そ
こ
に
は
個
人
と
し
て
の
強
い
意
志
と
徹
底
的
に
謙
遜
で
、
柔
順
な

態
度
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
が
イ
エ
ス
を
信
じ
る

と
い
う
「
信
仰
」
で
あ
る
。

 
聖
書
に
は
、
「
わ
た
し
た
ち
は
、
見
え
る
も
の
に
よ
ら
な
い
で
、
信
仰
に
よ
っ

て
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
コ
リ
ン
ト
第
二
、
五
・
七
）
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
「
こ
こ
に
あ
る
『
見
え
る
も
の
』
は
、
人
間
の
経
験
や
理
性
に
よ
る
判

 
 

断
」
で
、
信
仰
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
確
信
や
希
望
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
信
仰
と
は
「
望
ん
で
い
る
事
が
ら
を
確
信
し
、

ま
だ
見
て
い
な
い
事
実
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
（
ヘ
ブ
ル
十
一
・
一
）
と

も
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
と
は
「
信
じ
て
い
る
も
の
が
真
実
で
あ
り
、

期
待
し
て
い
る
も
の
が
必
ず
来
る
と
確
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
希
望
と
は
単
に

憧
れ
を
も
っ
て
待
ち
望
む
こ
と
で
は
な
く
、
確
信
を
持
っ
て
待
機
す
る
こ
と
」

で
あ
り
、
「
あ
る
可
能
性
に
期
待
を
か
け
る
の
で
は
な
く
、
ゆ
る
が
ぬ
確
信
に

 
 
 
 
 
 
 

固
く
立
つ
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
時
、
芥
川
は
金

花
を
徹
底
的
に
「
信
じ
る
者
」
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
は
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
徹
底
的
に
イ
エ
ス
を
信
じ
、
従
っ
た
こ

と
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
宮
野
光
男
氏
は
、
こ
の
マ
リ
ア
の
「
ひ
た
む
き
さ
」

に
焦
点
を
あ
て
、
金
花
と
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
積
極
的
に
関
連
付
け
て
い

 
 

る
。
で
は
、
金
花
を
こ
の
よ
う
な
人
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
は
何

を
私
た
ち
に
訴
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
．
近
代
知
識
人
の
現
実
と
虚
構

 
河
泰
厚
氏
は
、
『
南
京
の
基
督
』
の
一
章
、
二
章
で
「
芥
川
創
作
の
〈
神
聖

な
愚
人
〉
の
信
仰
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
描
い
た
後
」
、
三
章
で

「
こ
の
信
仰
を
め
ぐ
る
、
い
わ
ゆ
る
近
代
知
識
人
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

す
る
か
と
い
う
重
大
な
問
い
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
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近
代
知
識
人
の
代
表
が
「
日
本
人
旅
行
家
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
を

読
む
多
く
の
人
が
、
こ
の
日
本
人
旅
行
家
の
目
を
通
し
て
物
事
を
見
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
自
分
を
「
近
代
知
識
人
」
と
思
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
近
代
知
識
人
」
を
代
表
す
る
「
日
本
人
旅
行
家
」

を
客
観
的
に
見
る
と
ど
の
よ
う
な
姿
が
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
こ
の
「
日
本
人
旅
行
家
」
は
、
金
花
の
部
屋
を
或
る
春
の
日
に
訪
ね
て
、
一

晩
過
ご
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
壁
に
か
か
っ
て
い
る
十
字
架
を
見
て
そ
れ
を
話

題
に
、
金
花
が
「
耶
蘇
教
徒
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
「
し
か
し
だ
ね
、

し
か
し
こ
ん
な
稼
業
を
し
て
み
た
の
で
は
、
天
国
に
行
か
れ
な
い
と
思
や
し
な

い
か
。
」
と
問
い
た
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
金
花
が
キ
リ
ス
ト
教
徒

で
あ
り
な
が
ら
、
私
娼
と
い
う
罪
深
い
仕
事
を
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
彼

女
が
そ
の
矛
盾
を
深
刻
に
受
け
止
め
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
で
も
な
お

「
天
国
」
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
こ
と
に
「
微
笑
」
す
る
。

こ
の
金
花
の
矛
盾
に
対
し
て
読
者
は
、
日
本
人
旅
行
家
と
同
じ
反
応
を
示
す
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
私
娼
を
買
っ
て
い
る
こ
の
日
本
の
旅
行
家
の
道
義
的
な

問
題
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
中
村
三
春
氏
は
、
「
彼
が

金
花
の
職
業
と
醜
業
と
思
い
、
そ
の
信
仰
を
椰
楡
す
る
こ
と
す
ら
欺
隔
の
は
ず

 
 
 
 

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
「
知
」
と
い
う
と
こ
ろ
と

は
遠
い
場
所
で
生
き
て
い
る
と
見
下
し
て
い
る
者
が
か
か
え
て
い
る
矛
盾
に
対

す
る
「
微
笑
」
で
あ
る
が
、
そ
の
女
性
の
性
を
弄
ん
で
い
る
「
知
」
の
行
動
の

矛
盾
に
「
微
笑
」
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
何
か
を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
近
代
知
識
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
の
〈
歪
み
〉
を
つ
き
つ
け
ら
れ
た
場
面
で
あ

る
と
も
言
え
る
。

 
次
に
、
日
本
人
の
旅
行
家
が
金
花
の
部
屋
を
訪
れ
た
の
は
、
半
年
後
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ま
だ
十
字
架
が
か
け
て
あ
る
こ
と
を
ひ
や
か
す
よ
う
に
話

題
に
す
る
が
、
そ
の
話
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
金
花
は
真
面
目
に
コ
夜
南
京

に
降
っ
た
基
督
」
に
よ
っ
て
自
分
の
病
が
癒
さ
れ
た
と
い
う
話
を
す
る
。
こ
の

話
を
聞
き
な
が
ら
、
彼
は
別
の
話
を
思
い
出
す
。
悪
性
の
梅
毒
を
う
つ
さ
れ
て

発
狂
し
て
し
ま
っ
た
混
血
の
男
の
話
で
あ
る
。

 
 
 
「
お
れ
は
そ
の
外
国
人
を
知
っ
て
み
る
。
あ
い
つ
は
日
本
人
と
亜
米
利
加
人
と

 
 
の
混
血
児
だ
。
名
前
は
確
か
Q
①
霞
σ
q
Φ
ζ
霞
身
と
か
云
っ
た
つ
け
。
あ
い
つ
は

 
 
お
れ
の
知
り
合
ひ
の
路
透
電
報
局
の
通
信
員
に
、
基
督
教
を
信
じ
て
み
る
、
南
京

 
 
の
私
窩
子
（
し
く
わ
し
）
を
一
晩
買
っ
て
、
そ
の
女
が
す
や
す
や
眠
っ
て
み
る
間
に
、

 
 
そ
っ
と
逃
げ
て
来
た
と
云
ふ
話
を
得
意
ら
し
く
話
し
た
さ
う
だ
。
お
れ
が
こ
の
前

 
 
に
来
た
時
に
は
、
丁
度
あ
い
つ
も
お
れ
と
同
じ
上
海
の
ホ
テ
ル
に
泊
っ
て
み
た
か

 
 
ら
、
顔
だ
け
は
今
で
も
覧
え
て
み
る
。
何
で
も
や
は
り
英
字
新
間
の
通
信
員
だ
と

 
 
称
し
て
み
た
が
、
男
振
り
に
似
合
は
な
い
、
人
の
黙
る
さ
う
な
人
間
だ
つ
た
。
あ

 
 
い
つ
が
そ
の
後
悪
性
な
梅
毒
か
ら
、
と
う
と
う
発
狂
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
事
に

 
 
よ
る
と
こ
の
女
の
病
気
が
伝
染
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
女
は
今
に

 
 
な
っ
て
も
、
あ
あ
云
ふ
無
頼
な
混
血
児
を
耶
蘇
基
督
だ
と
思
っ
て
み
る
。
お
れ
は

 
 
一
体
こ
の
女
の
爲
に
、
蒙
を
弱
い
て
や
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
黙
っ
て
永

 
 
久
に
、
昔
の
西
洋
の
伝
説
の
や
う
な
夢
を
見
さ
せ
て
置
く
べ
き
だ
ら
う
か
…
…
」

 
彼
は
金
花
が
そ
の
男
の
こ
と
を
コ
夜
南
京
に
降
っ
た
基
督
」
で
、
そ
の
人

か
ら
病
気
が
癒
さ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
蒙
を
卜
い
て
や
る

べ
き
か
ど
う
か
」
と
自
問
自
答
す
る
。
こ
の
「
蒙
」
と
い
う
言
葉
に
読
者
は
引

き
込
ま
れ
、
「
蒙
」
を
語
る
べ
き
対
象
の
金
花
の
姿
に
ば
か
り
注
意
が
い
っ
て
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し
ま
う
が
、
こ
の
話
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
金
花
が
梅
毒
を
煩
っ
て
い
た
こ

と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
症
状
か
ら
す
る
と
、
こ
の
日
本
人
旅
行
家
が
以
前
金

花
と
関
係
を
も
っ
た
時
に
は
既
に
梅
毒
に
か
か
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

彼
は
自
分
が
そ
の
男
の
二
の
舞
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
は
な
い
の

 
 
 
 
 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
相
手
に
対
し
て
「
蒙
を
拓
い
て
や
ろ
う

か
ど
う
し
よ
う
か
」
と
逡
巡
し
て
い
る
姿
は
滑
稽
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ま
た
、

こ
の
話
を
聞
い
た
後
も
、
彼
は
金
花
と
の
関
係
を
持
と
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
「
近
代
知
識
人
」
と
自
負
し
て
い

る
人
の
現
実
の
姿
な
の
で
あ
る
。

 
第
三
番
目
に
、
そ
し
て
こ
れ
が
一
番
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
彼
が
金
花
の
話

を
聞
き
な
が
ら
、
思
い
出
し
た
男
の
話
の
「
信
愚
性
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
対

し
て
、
西
山
康
一
氏
は
「
『
さ
う
だ
』
た
『
事
に
よ
る
と
～
か
も
知
れ
な
い
』

と
い
っ
た
表
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
日
本
の
旅
行
家
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
〈
真

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
〉
も
ま
た
、
実
は
彼
の
見
聞
に
基
づ
く
推
測
で
し
か
な
い
」
と
指
摘
し
て
い

る
。
こ
れ
は
こ
の
作
品
を
読
む
場
合
に
大
切
な
視
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
、
近
代
知
識
人
の
判
断
基
準
も
結
局
は
、
「
風
評
の
上
に
立
っ
た
仮
定
」

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
実
は
、
こ
れ
は
私
た
ち
が
面
し
て
い
る
現
実
の
危
う
さ
を
示
し
て
い
る
と
言

え
る
。
私
達
が
真
実
で
あ
り
、
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
本
当
に
真
実
で

あ
り
、
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
信
じ
て
い
る
世
界

に
、
「
揺
る
ぎ
の
な
い
真
実
」
や
「
絶
対
的
な
正
し
さ
」
が
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
誰
も
「
存
在
す
る
」
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
思
う
。
と
言
う
こ
と
は
、
金
花
が
住
ん
で
い
る
世
界
と
大
差
な
い
と
こ
ろ
に

「
近
代
知
識
人
」
を
自
負
し
て
い
る
私
た
ち
も
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、

自
分
の
世
界
は
「
現
実
」
で
、
金
花
の
世
界
が
「
虚
構
」
と
思
っ
て
こ
の
作
品

を
読
ん
で
い
た
私
た
ち
の
視
点
の
甘
さ
に
気
づ
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

 
さ
ら
に
、
「
近
代
知
識
人
」
と
金
花
を
比
較
し
た
場
合
、
同
じ
世
界
に
住
み

な
が
ら
、
「
平
安
」
と
い
う
点
で
開
き
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
は

「
奇
蹟
」
や
「
救
い
」
を
信
じ
、
受
け
入
れ
て
い
る
金
花
と
そ
う
で
な
い
「
近

代
知
識
人
」
の
開
き
で
あ
る
。
こ
の
平
安
に
よ
っ
て
金
花
に
は
実
際
の
癒
し
が

与
え
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。
で
は
、
「
奇
蹟
」
や
「
救
い
」
の
存
在
か
ら

遠
い
「
近
代
知
識
人
」
は
、
ど
こ
か
ら
そ
の
平
安
や
癒
し
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
新
た
な
問
い
が
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
。

五
．
お
わ
り
に

 
「
自
然
主
義
思
潮
の
反
動
と
し
て
理
想
主
義
的
、
浪
漫
的
傾
向
が
復
活
す
る

に
伴
ひ
、
宗
教
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
関
心
が
増
大
し
た
こ
と
は
明
治
末

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
か
ら
大
正
期
に
亘
っ
て
か
な
り
目
立
つ
文
壇
の
一
風
潮
で
あ
っ
た
。
」
と
い

う
。
こ
れ
に
対
し
て
芥
川
は
、
「
我
我
は
神
を
罵
殺
す
る
無
数
の
理
由
を
発
見

し
て
み
る
。
が
、
不
幸
に
も
日
本
人
は
罵
殺
す
る
に
価
す
る
ほ
ど
、
．
全
能
の
神

を
信
じ
て
み
な
い
。
」
こ
れ
は
芥
川
ら
し
い
皮
肉
で
あ
る
が
、
日
本
人
が
風
潮

と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
て
は
い
て
も
、
信
仰
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

教
を
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ

う
な
中
で
芥
川
は
数
々
の
切
支
丹
物
を
描
い
た
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
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し
て
「
冷
淡
で
あ
り
な
が
ら
愛
し
」
、
ま
た
「
軽
ん
じ
な
が
ら
愛
し
た
」
の
で

あ
る
。

 
そ
の
相
反
す
る
思
い
を
保
ち
な
が
ら
そ
れ
を
作
品
に
反
映
し
て
い
っ
た
作
家

で
も
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
「
自
己
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
バ
ラ
バ
ラ
に
切
り
離

し
て
強
調
す
る
作
家
で
あ
り
、
そ
れ
を
総
合
的
に
語
る
こ
と
は
め
つ
た
に
し
な

い
作
家
」
で
あ
り
、
「
分
裂
の
た
だ
中
に
い
る
生
身
の
彼
自
身
の
と
ま
ど
い
や

苦
悩
を
語
る
こ
と
が
非
常
に
ま
れ
だ
っ
た
」
に
も
拘
わ
ら
ず
、
『
南
京
の
基
督
』

の
中
で
彼
は
、
「
彼
が
逢
着
し
て
い
た
人
生
上
の
一
つ
の
迷
い
を
、
読
者
の
胸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

に
訴
え
か
け
よ
う
と
し
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

 
そ
の
よ
う
な
彼
が
到
達
し
た
も
の
は
、
『
南
京
の
基
督
』
に
も
描
か
れ
て
い

る
「
〈
神
聖
な
愚
人
〉
へ
の
限
り
な
い
憧
憬
と
、
も
う
一
つ
は
そ
の
世
界
を
裁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

断
せ
ん
と
す
る
自
身
の
理
性
へ
の
限
界
へ
の
自
覚
で
あ
る
。
」
そ
し
て
、
彼
自

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

身
は
「
理
性
の
わ
た
し
に
教
へ
た
も
の
は
畢
立
見
理
性
の
無
力
だ
っ
た
」
と
告
白

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
真
実
（
事
実
）
と
幸
福
、
知
と
信
の
背
馳
と
い
う
と
こ

ろ
に
芥
川
の
問
題
意
識
は
向
か
っ
て
い
た
」
と
い
う
。

 
し
か
し
、
「
知
」
と
「
信
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
、
求
め
る
か
が
問
題
で

あ
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
唇
側
面
か
ら
言
え
ば
、

「
知
」
と
「
信
」
、
即
ち
神
（
イ
エ
ス
）
を
「
知
る
こ
と
」
と
「
信
じ
る
こ
と
」
は

異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
は
知
識
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
。
即
ち
、
イ
エ
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
こ
と
に
つ
い
て
の
知
識
を
意
味
し
、
個
人
と
の
関
係
が
そ
こ
に
は
な
い
。
そ

れ
に
対
し
、
後
者
は
、
信
じ
る
と
い
う
時
に
、
自
分
と
神
（
イ
エ
ス
）
と
直
接
の

関
係
が
存
在
す
る
。
い
わ
ば
、
自
分
の
罪
を
認
め
、
遅
い
主
と
し
て
の
イ
エ
ス

芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

を
心
に
受
け
入
れ
る
個
人
的
関
係
が
あ
る
。
「
理
性
」
で
知
っ
て
い
る
こ
と
、

個
人
的
な
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
次
元
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
。
信
仰
と
は
理
性
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
「
信
じ
る
」
こ
と
に
は
知
的
に

納
得
し
な
い
部
分
に
も
「
信
」
を
賭
け
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
、
梅
毒
が
治
癒
し
て
い
な
い
現
実
に
接
し
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
（
イ
エ
ス
）
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
最
終
的
な
救
い
（
天
国
）
」
が
約
束
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
生
き
方
は
平
安
の
あ
る
生
き
方
で
、
金
花
の
姿
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る

と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
の
最
終
的
な
救
い
は
、
虚
構
か
も
し
れ
な
い
現
実
世
界

の
中
に
あ
る
私
た
ち
に
も
究
極
の
平
安
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
限
界
が
あ
る
「
知
（
理
性
）
」
に
頼
り
、
そ

れ
だ
け
が
現
実
で
あ
る
と
頑
な
に
信
じ
て
い
る
人
に
対
し
て
、
実
は
「
蒙
」
を

拓
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
誰
な
の
か
と
い
う
問
題
を
『
南
京

の
基
督
』
は
提
供
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

《
注
》

ω
駒
尺
喜
美
編
、
「
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
」
、
八
木
書
店
、
一
九
六
九
年
、
一
一
〇
頁
。

②
芥
川
龍
之
介
、
「
あ
る
鞭
、
そ
の
他
〔
仮
〕
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、

 
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
二
一
頁
。

㈹
駒
尺
喜
美
編
、
前
掲
書
、
一
一
〇
頁
。

ω
宮
坂
畳
、
「
『
南
京
の
基
督
』
論
」
一
金
花
の
〈
仮
構
に
潜
む
も
の
＞
1
、
『
文
藝
と

 
思
想
』
第
四
〇
号
、
一
九
七
六
年
（
昭
和
五
十
一
年
）
、
二
十
八
頁
。

㈲
関
口
安
義
、
「
理
性
の
彼
方
へ
」
1
「
南
京
の
基
督
」
、
「
神
神
の
微
笑
」
1
、
海
老
井
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芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け

 
英
次
・
宮
坂
畳
編
、
『
作
品
論
芥
川
龍
之
介
』
、
双
文
社
出
版
、
一
九
九
〇
年
、
二
四

 
八
頁
。

⑥
堀
辰
雄
、
「
堀
辰
雄
全
集
」
第
四
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
、
五
八
一
頁
。

⑳
久
米
正
雄
、
「
続
七
月
の
文
壇
」
、
『
時
事
新
報
』
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
、
七
月
十

 
四
日
。

㈲
南
部
修
太
郎
、
「
最
近
の
作
品
を
読
む
」
、
『
東
京
日
日
新
聞
』
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）

 
年
、
七
月
十
一
日
。

⑨
来
栖
真
人
、
「
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
論
」
、
『
別
府
大
学
紀
要
』
第
二
十
五
号
、

 
一
九
八
四
年
、
十
六
頁
。

⑩
三
好
行
雄
、
『
芥
川
龍
之
介
論
』
、
筑
摩
童
旦
房
、
一
九
七
六
年
、
二
二
三
頁
。

ω
南
部
修
太
郎
、
前
掲
書
。

⑫
芥
川
龍
之
介
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
八
十

 
一
頁
。

㈲
前
掲
書
、
八
十
二
一
八
十
三
頁
。

qの

O
好
行
雄
、
前
掲
書
、
二
二
四
頁
。

⑮
前
掲
書
、
二
二
五
一
二
二
六
頁
。

㈹
鷺
ロ
ハ
雄
、
「
『
南
京
の
基
督
』
新
孜
」
1
芥
川
龍
之
介
と
志
賀
直
哉
1
、
『
文
学
』
第

 
5
1
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
五
四
頁
。

αの

}
井
秋
生
、
『
芥
川
龍
之
介
作
品
研
究
』
、
召
文
社
出
版
、
一
九
九
三
年
、
一
四
一
頁
。

㈹
前
掲
書
、
一
四
一
-
一
四
二
頁
。

㈲
前
掲
書
、
一
四
二
頁
。

⑳
友
重
幸
四
郎
、
「
『
南
京
の
基
督
』
素
描
」
、
『
四
国
大
学
紀
要
』
、
A
人
文
・
社
会
科

 
学
士
、
第
七
号
、
一
九
九
七
年
、
二
七
七
頁
。

⑳
芥
川
龍
之
介
、
「
あ
る
鞭
、
そ
の
他
（
仮
）
〕
」
、
前
掲
書
、
二
二
一
頁
。

⑳
笹
淵
友
一
、
「
芥
川
龍
之
介
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
」
、
『
國
文
學
解
釈
と
鑑
賞
』
七
月

 
号
、
一
九
五
八
年
、
十
-
十
一
頁
。

㈱
芥
川
龍
之
介
、
「
西
方
の
人
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

 
九
六
年
、
二
四
六
頁
。

⑳
佐
藤
泰
正
、
『
芥
川
龍
之
介
論
』
、
『
佐
藤
泰
正
著
作
集
』
第
四
巻
、
二
〇
〇
〇
年
、
一

 
七
九
頁
。

㈱
宮
坂
覧
、
「
芥
川
竜
之
介
と
キ
リ
ス
ト
教
」
1
そ
の
二
面
性
（
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
・
プ
ロ

 
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
）
を
め
ぐ
っ
て
一
、
笹
渕
友
一
編
、
『
キ
リ
ス
ト
教
と
文
学
』
、
笠

 
間
書
院
、
一
九
七
五
年
、
七
三
頁
。

㈱
鷺
ロ
バ
雄
、
前
掲
書
、
五
一
頁
。

伽
宮
坂
覧
、
「
『
南
京
の
基
督
』
論
」
1
金
花
の
〈
仮
構
の
生
〉
に
潜
む
も
の
一
、
前
掲

 
書
、
二
十
九
頁
。

⑱
前
掲
書
、
四
十
三
頁
。

⑳
河
泰
厚
、
『
芥
川
龍
之
介
の
基
督
教
思
想
』
、
翰
林
平
骨
房
、
一
九
九
八
年
、
一
六
一
頁
。

G①

ﾜ
島
慶
一
、
「
『
南
京
の
基
督
』
論
」
1
〈
物
語
〉
と
語
り
手
1
、
『
日
本
近
代
文
学
』

 
第
六
十
二
集
、
二
〇
〇
〇
年
、
六
一
頁
。

60

?
ｴ
幸
夫
、
「
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
試
論
」
1
金
花
の
身
体
、
「
旅
行
家
」

 
の
身
体
1
、
『
金
沢
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
六
集
、
二
〇
〇
一
年
、
三
六
-
三
七

 
頁
。

劒
鷺
只
雄
、
前
掲
書
、
五
十
一
頁
。

63

z
智
幸
恵
著
、
「
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
論
」
、
『
玉
藻
』
、
第
3
1
号
、
一
九
九

 
六
年
三
月
、
＝
八
頁
。

Gの

H
川
龍
之
介
、
「
南
京
の
基
督
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九

 
九
六
年
、
二
五
二
頁
。

㈲
馬
場
嘉
市
編
、
『
新
聖
書
大
辞
典
』
、
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
七
一
年
、
＝
二
一
八

 
頁
。

㈲
前
掲
書
、
＝
一
二
八
頁
。

⑳
『
聖
書
』
（
口
語
訳
）
、
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
二
年
。
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劔
馬
場
嘉
市
編
、
前
掲
書
、
七
一
九
頁
。

㈲
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
バ
ー
ク
レ
ー
、
『
ヘ
ブ
ル
』
、
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
七
一
年
、
一
六
二

 
頁
。

㈹
宮
野
光
男
、
「
芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
を
読
む
ー
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
よ
う

 
な
宋
金
花
1
」
、
佐
藤
泰
正
編
、
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
、
梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座

 
論
集
第
五
十
一
集
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
＝
五
頁
。

ω
河
泰
厚
、
前
掲
書
、
一
五
九
頁
。

幽
芥
川
龍
之
介
、
「
南
京
の
基
督
」
、
前
掲
書
、
二
三
八
頁
。

㈹
中
村
三
春
、
「
混
血
す
る
表
象
」
1
小
説
「
南
京
の
基
督
」
と
映
画
『
南
京
的
基
督
』
一
、

 
『
日
本
文
学
』
＜
o
ピ
五
十
一
、
二
〇
〇
二
年
、
一
九
頁
。

働
芥
川
龍
之
介
、
「
南
京
の
基
督
」
、
前
掲
書
、
二
五
ニ
ー
二
五
三
頁
。

㈲
水
洞
幸
夫
、
前
掲
書
、
四
四
頁
。

㈹
西
山
康
一
、
「
『
幻
想
』
／
『
迷
信
』
と
し
て
の
く
中
国
〉
」
、
『
文
学
』
、
二
〇
〇
二

 
年
、
第
三
巻
・
第
三
号
、
二
〇
六
頁
。

㈲
笹
淵
友
一
、
前
掲
書
、
九
頁
。

㈱
芥
川
龍
之
介
、
「
供
儒
の
言
葉
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
三
集
、
岩
波
書
店
、
一

 
九
九
六
年
、
六
十
頁
。

㈲
芥
川
龍
之
介
、
「
あ
る
鞭
、
そ
の
他
（
仮
）
」
、
前
掲
書
、
一
五
六
頁
。

㈹
駒
尺
喜
美
編
、
前
掲
書
、
九
五
-
九
六
頁
。

⑳
河
泰
厚
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。

62
H
川
龍
之
介
、
「
株
儒
の
言
葉
（
遺
稿
）
」
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
六
巻
、
岩
波

 
書
店
、
一
九
九
六
年
、
七
〇
頁
。

㈹
駒
尺
喜
美
編
、
前
掲
書
、
一
〇
五
頁
。

一 51 一

＊
付
記
：
本
稿
は
以
前
別
タ
イ
ト
ル
で
発
表
し
て
い
る
が
、

完
成
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
加
筆
訂
正
に
よ
っ
て
、

芥
川
龍
之
介
『
南
京
の
基
督
』
か
ら
の
問
い
か
け


