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『
坑
夫
』
は
前
作
「
虞
美
人
草
」
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に

論
じ
ら
れ
る
く
無
性
劇
論
V
な
る
も
の
は
、
次
作
『
三
四
郎
』
以
下
の
展
開
へ

の
重
要
な
契
機
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
『
虞
美
人
草
」
が
「
厚
化
粧
の
文

章
」
 
「
厚
化
粧
の
構
造
」
「
厚
化
粧
の
人
間
」
で
あ
れ
ば
、
 
『
坑
夫
」
は
こ
れ

と
は
「
ま
る
で
反
対
な
も
の
、
不
断
著
の
ま
ま
の
も
の
、
構
造
の
な
い
も
の
、

．
性
格
の
な
い
も
の
、
演
劇
的
で
な
い
も
の
、
一
口
で
言
へ
ば
、
茶
漬
の
や
う
な

作
品
」
，
（
「
夏
目
漱
石
」
）
だ
と
い
う
小
宮
豊
隆
の
評
は
頷
け
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
ま
た
「
よ
く
小
説
家
が
こ
ん
な
性
格
を
書
く
の
、
あ
ん
な
性
格
を
こ
し
ら

へ
る
の
と
云
っ
て
得
意
が
つ
て
み
る
。
読
者
魯
あ
の
性
格
が
か
う
だ
の
、
あ
＼

だ
の
と
分
つ
た
様
な
こ
と
を
云
っ
て
る
が
、
あ
り
ゃ
、
み
ん
な
嘘
を
か
い
て
楽

し
ん
だ
り
嘘
を
読
ん
で
嬉
し
が
っ
て
る
ん
だ
ら
う
。
本
当
の
事
を
云
ふ
と
性
格

な
ん
て
纏
っ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
」
な
ど
と
い
う
作
中
の
言
葉
は
、
『
虞

美
人
草
』
の
一
見
類
型
的
な
勧
善
懲
悪
仕
立
て
の
人
物
描
写
に
較
べ
れ
ば
、
小

宮
氏
の
語
る
ご
と
く
ま
る
ご
と
の
「
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ
」
と
も
み
え
る
。

 
た
し
か
に
『
坑
夫
』
一
篇
は
漱
石
の
作
品
中
、
貴
重
な
実
験
的
試
み
で
あ
り

こ
れ
を
く
無
性
言
論
V
と
と
も
に
「
『
意
識
の
流
れ
」
小
説
し
の
系
譜
、
そ
の

先
駆
的
作
品
と
し
て
捉
え
る
戦
後
の
中
村
真
一
郎
の
評
価
（
「
『
意
識
の
流
れ
』

小
説
の
伝
統
」
）
も
肯
な
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
こ
れ
が

『
こ
㌧
ろ
』
や
『
坊
つ
ち
や
ん
」
な
ど
と
と
も
に
、
い
や
前
作
『
虞
美
人
草
』

な
ど
を
も
含
め
て
、
作
者
内
奥
の
微
妙
な
モ
チ
ー
フ
の
揺
動
を
語
っ
て
い
る
こ

と
も
見
逃
し
え
ざ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
『
坑
夫
』
の
主
人
公
は
十
九

歳
の
青
年
で
あ
り
、
二
人
の
女
を
め
ぐ
る
恋
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
家
出
を
し
、
ボ

ン
引
き
に
誘
わ
れ
足
尾
銅
山
の
坑
夫
に
な
り
、
五
ヶ
月
の
後
東
京
へ
帰
っ
て
来

る
と
い
う
物
語
だ
が
、
こ
れ
が
そ
の
身
上
話
を
漱
石
の
と
ご
ろ
に
持
ち
込
ん
で

来
た
荒
井
某
な
る
青
年
の
体
験
を
素
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。

 
作
者
は
こ
れ
を
こ
の
主
人
公
の
後
年
の
回
想
と
し
、
し
か
し
叙
述
は
ボ
ン
引

き
に
出
会
う
冒
頭
の
場
面
か
ら
足
尾
へ
の
道
中
、
さ
ら
に
坑
内
め
ぐ
り
の
様
子

を
ま
さ
に
断
続
な
き
意
識
の
流
れ
と
し
て
捉
え
、
こ
の
青
年
を
め
ぐ
る
恋
の
三

角
関
係
は
「
是
で
も
小
説
．
の
主
人
公
に
な
る
資
格
は
十
分
置
る
」
し
、
「
当
時

の
、
二
人
の
少
女
の
有
様
や
ら
、
日
毎
に
変
る
局
面
の
転
換
や
」
何
や
か
や
を

「
そ
っ
く
り
其
の
寄
書
き
立
て
た
ら
、
大
分
面
白
い
続
き
も
の
が
出
来
る
ん
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

が
、
ぞ
ん
な
筆
も
な
し
時
も
な
い
か
ら
、
ま
あ
已
め
に
」
す
る
と
し
て
切
り
捨
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と
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を
め
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っ
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ー



、

て
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
小
説
ら
し
く
仕
立
て
た
の
で
は
面
白
く
な
い

と
い
う
、
言
わ
ば
『
虞
美
人
草
」
の
う
ら
を
ゆ
く
作
者
の
意
図
も
う
か
が
わ
れ

る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
作
者
の
野
心
は
、
そ
の
主
題
と
方

法
に
ひ
と
つ
の
賭
け
を
試
み
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に
作
者
内
奥
に
纒
綿
す

る
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
滲
出
に
お
“
て
、
こ
れ
は
『
坊
つ
ち
や
ん
」
．
と
表
裏
を

な
す
作
品
と
も
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
こ
の
作
．
品
で
と
っ
た
作
者
の
す
ぐ
れ
て
意

識
的
な
方
法
と
、
作
者
内
部
に
深
く
曳
航
す
る
本
来
的
な
主
題
が
ど
う
か
か
わ

り
え
た
か
、
え
な
か
っ
た
か
一
1
そ
の
あ
た
り
の
機
微
を
作
品
分
析
と
し
て
論

じ
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
小
論
の
凡
そ
の
も
く
ろ
み
で
あ
る
。

 
さ
て
、
多
く
の
評
家
は
こ
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
潜
在
的
な
モ
チ
ー
フ
を
読

み
と
る
か
、
た
と
え
ば
蓮
実
重
彦
は
-
一
「
作
品
の
空
聞
的
構
造
」
か
ら
い
え

ば
、
こ
れ
ほ
ど
「
漱
石
的
作
品
も
ま
た
と
あ
る
ま
い
」
 
（
「
明
暗
の
甥
り
・
漱

石
的
空
間
の
構
造
」
以
下
同
）
と
い
う
。
主
人
公
は
た
だ
ひ
た
す
ら
「
北
の
方

へ
歩
い
て
き
た
」
と
い
う
。
「
藤
尾
は
北
を
枕
に
寝
る
」
と
い
う
「
そ
の
北
を

男
は
目
指
す
」
。
し
か
も
そ
の
向
う
と
こ
ろ
は
「
日
の
照
っ
て
み
る
東
京
」
に

較
べ
て
「
『
明
る
く
な
っ
て
く
れ
ず
と
云
っ
て
暗
く
も
な
っ
て
く
れ
な
い
」
不

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

得
要
領
な
世
界
」
で
あ
る
。
こ
の
「
明
暗
二
界
の
瞬
味
な
融
合
と
い
う
『
主
題
」

論
的
な
統
一
に
よ
っ
て
た
が
い
に
緊
密
に
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
こ
そ

す
ぐ
れ
て
漱
石
的
世
界
で
は
な
い
か
と
蓮
実
氏
は
い
う
。
し
か
も
こ
の
男
の
「

北
を
目
指
す
」
理
由
が
、
「
『
自
分
に
対
し
て
丸
く
な
っ
た
り
、
四
角
に
な
っ

た
り
す
る
』
一
人
の
少
女
と
、
そ
の
少
女
の
前
で
『
自
分
も
丸
く
な
っ
た
り
四
'

角
に
な
っ
た
り
す
る
」
さ
ま
を
『
恨
め
し
さ
う
に
見
て
み
る
」
二
人
目
の
少
女

と
の
『
両
立
し
な
い
感
情
』
層
清
算
す
る
ト
た
め
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

「
第
一
の
少
女
に
藤
尾
の
華
麗
な
女
つ
ぼ
さ
を
、
第
二
の
少
女
に
小
夜
の
面
影

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

を
認
め
る
こ
と
」
は
容
易
で
あ
り
、
『
坑
夫
』
を
「
『
北
を
枕
に
寝
る
』
藤
尾

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ

の
死
の
床
か
ら
真
一
文
字
に
北
を
目
指
す
甲
野
さ
ん
（
こ
れ
は
小
野
さ
ん
の
間

違
い
で
あ
ろ
う
）
の
後
日
謬
と
読
む
こ
と
も
充
分
に
可
能
」
で
あ
ろ
う
と
い

・
つ
G

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
か
く
し
て
「
暗
い
所
に
生
ま
れ
」
な
が
ら
「
自
然
の
経
路
を
逆
し
ま
に
し
て

ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

暗
い
土
か
ら
根
を
振
り
切
っ
て
、
日
の
透
る
波
の
、
明
る
い
渚
へ
漂
う
て
来

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

た
。
1
坑
の
底
で
生
ま
れ
て
一
段
毎
に
美
し
い
浮
世
へ
近
寄
る
為
に
二
十
七

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
へ

年
か
か
っ
た
」
と
い
う
小
野
さ
ん
の
志
向
が
、
「
『
坑
の
底
』
の
暗
さ
か
ら
明

へ
 
 
へ

る
さ
へ
の
上
昇
運
動
に
ほ
か
な
ら
」
ぬ
と
す
れ
ば
、
「
『
坑
夫
』
の
歩
く
男
が

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
ど
る
明
る
さ
か
ら
「
坑
の
底
』
の
暗
さ
へ
の
下
降
運
動
」
と
は
「
正
確
に
対

応
」
す
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
こ
の
論
者
の
文
脈
で
は
「
「
坑
夫
」
の
歩

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ロ

く
男
が
暗
さ
を
索
め
て
ひ
た
す
ら
北
を
目
指
す
の
は
、
過
去
の
『
節
穴
を
覗
く

事
を
怠
た
る
様
に
な
っ
た
」
小
野
さ
ん
の
怠
惰
に
よ
っ
て
視
界
か
ら
遠
ざ
か
っ

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
暗
さ
を
改
め
て
捕
捉
し
な
お
し
、
漱
石
的
『
作
品
』
の
空
間
構
造
の
明
暗
の

バ
ラ
ン
ス
を
維
持
す
る
必
然
に
促
さ
れ
て
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同

じ
指
摘
は
、
ま
た
別
の
評
家
に
よ
っ
て
は
、
『
坑
夫
』
の
男
を
め
ぐ
る
三
角
関

係
は
「
す
で
に
、
『
虞
美
人
草
』
で
こ
こ
ろ
み
た
、
藤
尾
と
小
夜
の
間
に
立
つ
小

野
さ
ん
と
い
う
設
定
の
再
演
」
で
あ
り
、
違
う
と
こ
ろ
は
「
小
野
さ
ん
役
の
主

人
公
が
「
自
分
丈
を
ふ
い
と
煙
に
し
て
仕
舞
は
う
と
決
心
し
』
、
、
『
逃
亡
』
を

試
み
る
点
に
」
あ
り
、
そ
れ
は
「
小
野
さ
ん
が
『
打
ち
遣
っ
た
過
去
』
に
む
か

っ
て
『
逃
亡
」
す
る
と
い
う
よ
ヶ
に
、
ひ
と
ひ
ね
軌
し
て
読
め
な
く
も
な
い
」

（
竹
盛
天
雄
「
夢
と
低
徊
一
『
坑
夫
』
論
i
」
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
は
そ
の
「
小
野
さ
ん
の
ほ
ん
と
う
の
『
打
ち
遺
っ
た
過
去
』
は
、
京
都
時
代

よ
り
遙
か
に
遡
行
し
た
『
水
底
の
藻
」
、
『
坑
の
底
』
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
『
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暗
い
所
』
よ
り
ほ
か
に
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ぢ
。

 
こ
の
両
者
の
論
は
と
も
に
「
虞
美
人
草
』
に
続
く
「
坑
天
』
の
潜
在
的
モ
チ

ー
フ
を
探
っ
て
す
ぐ
れ
た
指
摘
だ
が
、
課
題
は
こ
の
「
暗
い
所
」
と
は
遡
源
し

て
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
漱
石
世
界
の
根
源
に
横
た
わ
る
深
層

の
暗
部
、
あ
る
い
は
普
遍
の
存
在
論
的
な
深
部
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

だ
が
、
し
か
し
よ
り
身
近
か
に
は
、
作
者
の
現
実
体
験
と
微
妙
に
か
か
わ
る
志

向
の
屈
折
を
示
し
て
は
い
ま
い
か
。
あ
え
て
い
え
ば
『
坑
夫
』
と
は
「
虞
美
人

草
』
を
経
た
、
い
ま
ひ
と
つ
の
一
『
坊
つ
ち
や
ん
」
と
は
い
え
な
い
か
。
作
中
の

言
葉
を
引
く
ま
で
も
な
く
『
坑
夫
』
の
主
人
公
も
ま
た
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
る
。

「
申
し
分
の
な
い
坊
ち
ゃ
ん
」
と
か
「
い
か
な
坊
つ
ち
や
ん
も
」
と
か
、
あ
る

い
は
「
不
足
な
く
生
ひ
立
つ
た
坊
つ
ち
や
ん
」
と
は
し
ば
し
ば
出
て
来
る
言
葉

で
あ
る
。
た
だ
両
者
と
も
に
回
想
の
体
を
と
る
が
、
 
「
坊
つ
ち
や
ん
』
が
よ
り

向
う
見
ず
の
正
義
漢
、
い
さ
さ
か
単
純
明
快
な
実
践
家
と
す
れ
ば
、
『
坑
夫
』

の
青
年
は
、
い
っ
ぱ
し
の
気
骨
も
若
者
ら
し
い
正
義
感
も
あ
る
が
、
や
は
り
良

家
の
子
弟
ら
し
い
鷹
揚
さ
と
気
の
弱
さ
が
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
い
や
何
よ
り

も
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
が
後
旧
の
回
想
潭
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
せ
る
よ
う
な
、
前
の
め
り
の
文
体
で
事
件
の
推
移
を
語
っ
て
い
る
の
に
対
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

て
、
 
「
坑
夫
」
は
そ
の
低
徊
的
叙
述
の
あ
い
ま
に
回
想
的
な
自
省
や
批
判
、
特

認
が
し
ば
し
ば
折
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
。

。
「
自
分
は
幸
か
不
幸
か
、
中
以
上
の
家
庭
に
生
れ
て
、
昨
日
の
午
後
九
時
迄

は
申
し
分
の
な
い
坊
ち
ゃ
ん
と
し
て
生
活
し
て
み
た
。
煩
悶
も
坊
ち
ゃ
ん
と
し

て
の
煩
悶
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
だ
が
、
煩
悶
の
極
試
み
た
此
の
駆
落
も
、
矢
つ

張
り
坊
ち
ゃ
ん
と
し
て
の
駆
落
で
あ
っ
た
。
去
れ
ば
こ
そ
、
此
の
駆
落
に
対
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
り
が
た

て
、
不
相
当
に
勿
体
ぶ
つ
た
意
味
を
つ
け
て
、
馳
難
有
が
ら
な
い
迄
も
、
一
生

 
漱
石
1
「
坑
夫
』
試
論
 
1
そ
の
主
題
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
i

の
大
事
件
の
様
に
考
へ
て
る
た
。
生
死
の
分
れ
路
の
様
に
考
へ
て
る
た
」
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ど

う
似
「
自
分
の
鉱
山
行
杯
も
其
の
時
の
其
の
倦
の
心
持
を
、
，
日
記
に
で
も
書
い

て
置
い
た
ら
、
定
め
し
乳
臭
い
、
気
取
つ
だ
、
偽
り
の
多
い
も
の
が
出
来
上
っ

た
ら
う
。
到
底
、
こ
う
や
っ
て
人
の
前
に
御
覧
下
さ
い
と
出
さ
れ
た
義
理
ぢ
や

な
い
」
と
も
い
う
。
作
者
は
こ
の
回
想
的
手
法
に
つ
い
て
・
1
「
昔
の
事
を
回

顧
し
て
る
と
公
平
に
書
け
る
隻
」
「
批
評
し
な
が
ら
書
け
る
。
」
「
善
い
所
も

悪
い
所
も
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
」
。
ま
た
こ
の
「
書
方
で
行
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
 
チ
フ

と
、
あ
る
仕
事
を
や
る
動
機
と
か
、
所
作
な
ぞ
の
解
剖
が
よ
く
出
来
る
」
。

当
然
な
が
ら
「
事
件
の
進
行
に
興
味
を
持
つ
よ
り
も
、
事
件
其
物
の
真
相
を
露

出
す
る
」
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
方
法
は
そ
の
「
真
相
」
の
周
辺
を
「
低
徊
」

し
つ
つ
「
分
解
出
来
る
」
 
（
『
坑
夫
」
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
）

わ
け
だ
と
い
う
。

 
同
じ
坊
っ
ち
ゃ
ん
的
人
物
（
勿
論
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
違
い
は
当
然
と
し

て
）
を
扱
い
な
が
ら
、
先
の
「
坊
つ
ち
や
ん
」
が
「
事
件
の
進
行
に
興
味
を
持
'

つ
」
と
い
う
か
た
ち
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 
「
坑
夫
」
・
は
作
者
の
説

明
通
り
「
事
件
其
物
の
真
相
」
の
「
露
出
」
・
と
い
う
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い

る
。
も
と
よ
り
「
こ
ん
な
書
方
は
私
の
主
義
で
は
な
い
。
あ
る
時
、
あ
る
場
合

に
や
っ
て
見
た
く
な
る
事
が
あ
る
ば
か
し
な
ん
だ
」
 
（
同
前
）
と
言
っ
て
い
る

が
、
す
で
に
明
ら
か
で
も
あ
ろ
う
t
『
坑
夫
」
が
前
作
『
虞
美
人
草
』
の
ア
，

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ

ン
チ
で
あ
り
、
そ
の
う
ら
を
ゆ
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

時
に
遡
っ
て
は
、
 
『
坊
つ
ち
や
ん
」
の
う
ら
を
返
し
た
作
品
と
し
て
『
坑
夫
』

一
篇
が
書
か
れ
た
と
も
い
え
な
く
は
あ
る
ま
い
。
先
の
評
家
の
言
葉
を
借
り
れ
毒

ば
、
こ
れ
も
ま
た
漱
石
の
作
品
展
開
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
「
「
主
題
』
論
的
な

統
一
」
の
作
用
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
し
か
し
、
む
し
ろ
肝
心
な
問

'

（27）



題
は
そ
の
次
に
あ
る
。
『
坑
夫
』
の
と
っ
た
方
法
が
お
の
ず
か
ら
作
家
漱
石
の

根
源
的
な
主
題
と
か
ら
み
、
ま
た
あ
る
内
奥
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
秘
事
に
つ
な
が

っ
て
ゆ
く
と
い
う
一
そ
の
作
品
形
域
の
機
微
で
あ
る
。

二

 
『
坊
つ
ち
や
ん
」
は
『
猫
」
や
『
濠
虚
集
』
短
篇
群
の
連
作
中
、
ふ
と
吹
き
、

出
る
よ
う
に
出
来
上
っ
た
作
品
だ
と
い
う
。
『
坊
つ
ち
や
ん
』
は
も
と
も
と
さ

し
た
る
「
腹
案
」
も
な
く
、
「
三
日
計
り
前
に
不
意
と
浮
ん
で
ず
る
く
と
書

て
了
つ
た
ん
」
だ
と
い
う
。
「
ス
チ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
『
ア
ラ
ビ
ヤ
ン
ナ
イ
ト
・

エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
思
ひ
付
い
た
」
の
で
、
「
第
一
人
称
で
書
て

英
語
も
大
部
変
っ
て
み
る
。
此
に
習
ふ
な
ら
ベ
ラ
ン
メ
ー
言
葉
で
な
く
ち
や
い

け
な
い
」
「
其
の
マ
ア
調
子
で
」
「
調
子
を
学
ん
だ
と
い
へ
ば
云
ふ
ん
で
す
」

（
談
話
、
明
3
9
・
8
・
3
1
「
国
民
新
聞
」
、
な
お
「
ア
テ
ビ
ヤ
ン
ナ
イ
ト
・
エ
ン

タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
殉
・
い
．
ω
什
。
＜
0
5
ω
○
び
θ
2
0
芝
》
箪
σ
富
ゆ

乞
薦
洋
ω
で
は
癒
く
、
厨
冨
切
良
乞
齢
暮
ω
で
国
警
。
答
点
け
日
Φ
馨
ω
を
聞
き
誤
っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
（
（
大
屋
幸
世
）
）
）
と
い
う
。

 
『
坑
夫
』
の
執
筆
に
つ
い
て
は
作
者
自
身
も
語
る
通
り
、
こ
の
年
明
治
四
十

年
十
一
月
下
旬
、
荒
井
某
な
る
青
年
が
訪
れ
、
身
上
話
を
提
挨
し
て
そ
の
報
酬

で
信
州
へ
行
き
た
い
と
い
う
。
た
ま
た
ま
藤
村
の
『
春
』
掲
載
の
予
定
が
延
び

て
「
島
崎
君
の
が
出
る
ま
で
、
私
が
合
ひ
の
襖
に
書
か
な
き
や
な
ら
ん
事
に
」

な
り
、
急
遽
翌
四
十
一
年
元
旦
か
ら
の
作
品
を
用
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
青
年
の
語
っ
た
「
坑
夫
の
生
活
の
所
だ
け
を
材
料
に
貰
ひ
た
い
」
 
（
前
掲

『
坑
夫
の
作
意
と
i
』
以
下
同
）
と
い
う
こ
と
で
諒
解
を
得
、
執
筆
依
頼
を

受
け
た
日
（
十
二
月
十
日
）
か
ら
旬
日
な
ら
ず
し
て
執
筆
を
は
じ
め
る
（
同
十

六
日
）
こ
と
と
な
る
。
最
初
青
年
か
ら
聞
い
た
「
三
時
間
ば
か
り
」
の
話
は
「
・

主
に
坑
夫
に
な
る
前
の
話
だ
っ
た
が
」
「
個
人
の
事
情
は
書
き
た
く
な
い
」
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
り
さ
ま

小
説
に
す
る
た
め
に
変
化
を
つ
け
れ
ば
「
其
人
が
気
の
．
毒
の
状
態
に
な
る
か

ら
、
成
べ
く
は
書
き
度
く
な
い
」
。
そ
こ
で
当
人
自
身
が
書
い
た
ら
ど
う
か
と

す
す
め
た
の
だ
が
、
結
果
は
こ
の
材
料
を
便
う
こ
と
に
な
り
、
作
者
は
そ
の
足

尾
行
き
の
道
中
か
ら
坑
内
め
ぐ
り
を
中
心
と
し
て
書
く
こ
と
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

 
か
く
し
て
充
分
な
構
想
を
練
る
い
と
ま
も
な
く
草
卒
の
間
に
作
者
が
と
ら
ん

と
し
た
、
ま
た
そ
の
ゆ
え
に
お
の
ず
か
ら
と
る
こ
と
と
も
な
っ
た
方
法
と
は
、

ま
た
そ
の
主
題
と
は
何
か
。
先
ず
文
体
と
し
て
は
『
坊
つ
ち
や
ん
』
と
同
じ
一

人
称
の
語
り
で
あ
り
、
『
猫
」
以
来
最
も
身
に
あ
っ
た
、
得
意
な
手
法
で
も
あ

、
つ
た
。
こ
の
時
『
坊
つ
ち
や
ん
』
の
筆
の
暢
達
を
、
あ
の
「
調
子
」
を
、
作
者

は
ひ
そ
か
に
喚
起
し
つ
つ
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
 
『
坑
夫
」
に
お
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
も
り

る
筆
の
暢
び
は
「
三
十
回
ぐ
ら
ゐ
で
終
る
意
な
の
が
、
と
う
く
長
く
な
っ

て
九
十
余
回
に
上
っ
て
了
つ
た
」
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
漱
石
は
ま
た
目
分
の
と
り
や
す
い
手
法
と
し
て
「
大
抵
第
三
者
の
地
位
に
立

っ
て
、
客
観
的
に
人
物
を
視
察
す
る
気
で
書
」
 
（
「
文
学
談
」
以
下
同
）
く
が

 
「
此
方
が
書
き
よ
く
も
あ
り
」
失
敗
し
て
も
「
厭
味
が
な
い
」
。
・
ま
た
「
芝
居

を
見
る
や
う
な
も
の
で
、
芝
居
を
や
っ
て
み
る
役
者
に
な
っ
て
書
い
て
も
委
し

い
こ
と
が
書
け
よ
う
し
、
又
見
物
の
地
位
に
立
っ
て
も
其
光
景
を
写
し
出
す
こ

 
 
 
 
 
 
 
ど
っ
ち

と
は
，
出
来
る
が
、
何
方
が
す
き
か
と
云
へ
ば
、
見
物
に
な
っ
て
、
客
観
的
に
書

い
た
方
が
、
ギ
ジ
ユ
ア
ラ
イ
ズ
す
る
方
か
ら
云
ふ
と
遙
か
に
よ
く
写
し
出
せ
る

と
思
」
う
と
い
う
。
『
坊
つ
ち
や
ん
』
に
「
役
者
に
な
っ
て
誓
い
」
た
気
分
が

よ
り
つ
よ
い
と
す
れ
ば
、
『
坑
夫
」
は
よ
り
「
見
物
」
の
立
場
に
立
っ
た
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

で
あ
ろ
う
。
」
作
中
に
い
う
「
当
時
の
自
分
を
他
人
と
見
徹
し
て
」
語
る
と
い
う

（28）



手
法
は
、
文
体
の
展
開
に
見
事
に
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
言
わ
ば
作
者

は
そ
の
資
質
に
最
も
か
な
っ
た
方
法
を
駆
使
し
て
、
ぶ
ら
り
素
手
で
作
中
に
入

り
込
も
う
と
す
る
。
冒
頭
、
道
中
松
並
木
の
場
面
か
ら
始
ま
る
語
り
は
、
こ
の

作
者
の
あ
り
よ
う
を
あ
ざ
や
か
に
つ
た
え
る
。

 
さ
て
、
作
者
は
こ
こ
に
何
を
、
い
か
に
語
ろ
う
と
す
る
の
か
。
言
う
ま
で
も

な
く
作
者
の
野
心
の
第
一
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
〈
意
識
の
流
れ
〉
の
手
法
に
あ

る
。
冒
頭
よ
り
巻
末
ま
で
、
語
り
手
は
主
人
公
の
意
識
の
流
れ
に
そ
い
つ
つ
道

申
一
泊
、
銅
山
に
つ
い
て
か
ら
の
三
泊
と
、
加
え
て
四
泊
五
日
置
時
間
の
流
れ

を
中
断
な
く
書
き
進
め
て
ゆ
く
。
勿
論
、
回
想
風
の
所
感
は
し
ば
し
ば
割
り
込

ん
で
来
る
が
、
意
識
a
流
れ
を
追
う
視
角
は
一
貫
し
て
進
め
ら
れ
る
。
こ
う
し

て
そ
こ
に
立
ち
現
れ
て
来
る
も
の
は
意
識
の
た
え
ざ
る
変
化
で
あ
り
、
感
覚
と

・
ひ
の
、
あ
る
い
は
無
意
識
と
意
識
と
の
微
妙
な
背
反
乖
離
と
も
い
う
べ
き
も
の

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
意
識
の
た
え
ざ
る
流
動
、
変
現
の
う
ち
に
あ
っ
て
、

本
来
人
間
の
性
格
な
ど
と
い
う
固
定
の
も
の
が
あ
り
う
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
無
性
格
論
」
な
る
も
の
の
提
示
だ
が
、
先
に
引
用
し
た
部
分

の
i
1
「
本
当
の
事
を
云
ふ
と
性
格
な
ん
て
纒
つ
た
も
の
は
あ
り
や
し
な
い
」

と
い
う
言
葉
に
続
い
て
ヨ
「
本
当
の
事
が
小
説
家
杯
に
か
け
る
も
の
じ
ゃ
な

，
し
、
書
い
た
つ
て
、
小
説
に
な
る
気
づ
か
ひ
は
あ
る
ま
い
。
本
当
の
人
間
は
妙

に
纒
め
に
く
い
も
の
だ
。
神
さ
ま
で
も
手
古
ず
る
位
纒
ま
ら
な
い
物
体
だ
。
」

と
も
い
う
。

 
ま
た
少
し
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
身
体
が
纒
っ
て
る
も
ん
だ
か
ら
、
心
も
同

様
に
片
附
い
だ
も
の
だ
と
思
っ
て
、
昨
日
と
今
日
と
丸
で
反
対
の
事
を
し
な
が

 
 
 
 
 
 
ぷ
も
と

ら
も
、
矢
張
り
故
の
通
り
の
自
分
だ
と
平
気
で
済
ま
し
て
み
る
も
の
が
大
分
あ

ろ
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
終
末
に
近
い
部
分
で
は
「
つ
ま
り
自
・
分
の
性
格
よ
り
も

」

周
囲
の
事
情
が
運
命
を
決
す
る
場
合
で
あ
る
。
性
，
格
が
水
準
以
下
に
下
落
す
る

場
合
で
あ
る
。
平
生
築
き
上
げ
た
と
自
信
し
て
み
る
性
格
が
、
滅
茶
苦
茶
に
崩

れ
る
場
合
の
う
ち
で
尤
も
顕
著
な
る
例
で
あ
る
。
i
自
分
の
無
性
格
論
は
此

処
か
ら
も
出
て
み
る
し
と
あ
る
。
作
者
の
一
貫
し
た
「
無
性
卓
論
」
の
提
示
は

明
ら
か
だ
が
、
た
だ
、
こ
れ
が
く
意
識
の
流
れ
V
そ
の
も
の
の
微
細
な
追
求
か

ら
お
の
ず
か
ら
に
析
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
動
か
ざ
る
前
提
、

予
断
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
て
よ
か
ろ
う
。
あ
え
て
言
え

ば
帰
納
な
ら
ぬ
演
繹
的
主
題
の
展
開
で
あ
り
、
遡
れ
ば
『
人
生
』
一
篇
の
課
題

の
展
開
と
も
い
え
ま
う
。

 
…
…
人
生
は
一
個
の
理
窟
に
纒
め
得
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
'
小
説
は
一

個
の
理
窟
を
暗
示
す
る
に
過
ぎ
ざ
る
以
上
は
、
 
「
サ
イ
ン
」
「
コ
サ
イ
ン
」

を
使
用
し
て
三
角
形
の
高
さ
を
測
る
と
一
般
な
り
、
吾
人
の
心
中
に
は
底
な

き
三
角
形
あ
り
、
二
辺
並
行
せ
る
三
角
形
あ
る
を
奈
辺
せ
ん
、
若
し
人
生
が

数
学
的
に
説
明
し
得
る
な
ら
ば
、
若
し
与
へ
ら
れ
た
る
材
料
よ
り
X
な
る
人

生
が
発
見
せ
ら
る
～
な
ら
ば
、
若
し
人
間
が
人
間
の
主
宰
た
る
を
得
る
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ば
、
若
し
詩
人
文
人
小
説
家
が
記
載
せ
る
人
生
の
外
に
入
生
な
く
ん
ば
、
人

生
は
余
程
便
利
に
し
て
、
人
間
は
余
程
え
ら
き
も
の
な
り
、
不
測
の
変
外
界

に
起
り
、
思
ひ
が
け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に

出
で
来
る
、
海
嚇
と
震
災
は
、
蕾
に
三
陸
と
濃
尾
に
起
る
の
み
に
あ
ら
ず
、

亦
自
家
三
寸
の
丹
田
中
に
あ
り
、
険
呑
な
る
哉

 
『
人
生
」
末
尾
の
部
分
だ
が
、
こ
の
作
家
以
前
の
一
文
（
明
2
9
・
1
0
、
第
五

高
等
学
校
「
龍
南
会
雑
誌
」
）
に
、
す
で
に
後
の
作
家
漱
石
を
つ
ら
ぬ
く
課
題

・
漱
石
一
『
坑
夫
』
試
論
 
一
そ
の
主
題
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
一

（29）



の
す
べ
て
は
っ
く
さ
れ
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
後
の
「
こ
㌧
ろ
」
な
ど
は
そ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

主
題
の
見
事
な
具
現
で
あ
り
、
 
「
遺
っ
た
ん
で
す
、
遺
っ
た
後
で
驚
い
た
ん
で

す
。
さ
う
し
て
非
常
に
怖
く
な
っ
た
ん
で
す
」
と
言
い
、
 
「
平
生
は
み
ん
な
善

人
な
ん
で
す
、
少
な
く
と
も
み
ん
な
普
通
の
人
間
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
い
ざ
と

い
う
間
際
に
、
急
に
悪
人
に
変
る
ん
だ
か
ら
恐
ろ
し
い
の
で
す
。
だ
か
ら
油
断

が
出
来
な
い
ん
で
す
」
と
い
う
先
生
の
告
白
は
、
ま
さ
し
く
「
思
ひ
が
け
ぬ
心

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
」
と
い
う
事
実
へ

の
低
頭
、
確
認
に
ほ
か
な
る
ま
砥
。
『
こ
㌧
ろ
』
が
そ
の
よ
り
倫
理
的
な
主
題

に
即
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
『
坑
夫
』
は
よ
り
意
識
約
、
感
性
的
側
面
に
即
し

た
も
の
で
あ
る
。
噛
坑
夫
』
の
主
題
も
ま
た
「
思
ひ
が
け
ぬ
心
」
の
顕
現
、
点

滅
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
先
の
無
性
格
論
を
め
ぐ
る
引
用
の
部
分
も
す
べ

て
「
思
ひ
が
け
ぬ
心
」
の
発
動
に
よ
る
矛
盾
を
め
ぐ
る
叙
述
の
部
分
で
あ
ヴ
、

最
後
の
終
末
に
近
い
引
用
の
箇
所
は
主
人
公
が
初
さ
ん
に
促
が
さ
れ
て
、
愈
々
，

危
険
な
八
番
坑
へ
の
梯
子
を
く
だ
る
か
ど
う
か
と
思
い
迷
う
場
面
で
あ
る
。
す

で
に
危
機
的
な
状
況
に
直
面
し
て
「
性
格
」
な
る
も
の
は
「
水
準
以
下
に
下
落
」

し
、
そ
の
底
か
ら
現
れ
て
来
る
も
の
は
あ
い
矛
盾
す
る
意
識
の
変
現
、
点
滅
で

あ
る
。

 
「
こ
れ
が
ど
ん
底
だ
」
と
い
う
八
番
坑
ま
で
降
り
て
、
や
が
て
再
び
十
五
の
．

梯
子
を
登
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
主
人
公
は
疲
労
と
困
億
の
さ
な
か
に
、
死
と

生
へ
の
あ
い
交
錯
す
る
志
向
の
点
滅
を
体
験
す
る
。
 
「
梯
子
の
下
で
は
、
死
ん

ぢ
や
大
変
だ
と
飛
び
起
き
た
も
の
が
、
梯
子
の
途
申
へ
来
る
と
ハ
急
に
太
い
短

い
無
分
別
を
起
し
て
、
全
く
死
ぬ
気
に
な
っ
た
」
。
「
所
が
い
ざ
具
な
う
と
し

て
、
手
を
離
し
か
け
た
時
に
、
又
妙
な
精
神
作
用
を
承
塗
し
た
」
と
い
う
一
そ

れ
は
何
か
。

 
話
す
と
か
う
な
る
。
！
愈
々
死
ん
ぢ
ま
へ
と
思
っ
て
、
体
を
心
持
後
へ

引
い
て
、
手
の
握
を
ゆ
る
め
か
け
た
時
に
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
＼
此
処
で
死

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
き
 
コ

ん
だ
っ
て
冴
え
な
い
。
待
て
待
て
鴇
出
て
か
ら
華
厳
の
爆
へ
行
け
と
云
ふ
号

令
一
号
令
は
変
だ
が
、
全
く
．
号
令
の
や
う
な
も
の
が
頭
の
中
に
響
き
渡
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ま

た
。
ゆ
る
め
か
け
た
手
が
自
然
と
緊
つ
た
。
曇
っ
た
眼
が
、
急
に
明
か
る
ぐ

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
っ
た
。
カ
ン
テ
ラ
が
燃
え
て
み
る
。
仰
向
く
と
、
泥
で
濡
れ
た
梯
子
段
が

暗
い
中
迄
続
い
て
み
る
。
是
非
共
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
途
中
で

挫
折
す
れ
ば
犬
死
に
な
る
。
暗
い
坑
で
、
誰
も
人
の
み
な
い
所
で
、
日
の
目

 
 
 
 
 
あ
ら
か
ね

も
見
な
い
で
、
 
鐘
と
同
じ
様
に
こ
ろ
げ
落
ち
て
、
そ
れ
っ
き
り
忘
れ
ら
れ

る
の
は
一
案
内
の
初
さ
ん
に
さ
へ
忘
れ
ら
れ
る
の
は
一
よ
し
見
附
か
つ

て
も
半
獣
半
人
の
坑
夫
共
に
軽
蔑
ざ
れ
る
の
は
無
念
で
あ
る
。
是
非
共
登
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

切
つ
ち
ま
は
な
β
れ
ば
な
ら
な
い
咲
カ
ン
テ
ラ
は
燃
え
て
み
る
。
梯
子
は
続

い
て
み
る
。
梯
子
の
先
に
は
坑
が
続
い
て
み
る
。
坑
の
先
に
は
太
陽
が
照
り

渡
っ
て
み
る
。
広
い
野
が
あ
る
。
高
い
山
が
あ
る
。
野
と
山
を
越
し
て
行
け

ば
華
厳
の
爆
が
あ
る
。
1
ど
う
あ
っ
て
も
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
す
で
に
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ち
生
へ
と
交
錯
す
る
意
識
の
変
動
は
明
ら
か
だ

が
、
同
時
に
こ
の
文
体
の
リ
ズ
ム
に
ひ
び
く
上
昇
志
向
の
勤
い
牽
引
力
ば
何

か
心
恐
ら
く
こ
の
文
体
の
背
後
で
作
者
は
何
事
を
か
反
吐
し
、
確
認
し
、
現
前
、

せ
し
め
て
い
る
の
だ
。
 
『
虞
美
人
草
』
の
小
野
さ
ん
に
見
る
上
昇
志
向
と
「
坑

夫
」
の
青
年
に
見
る
下
降
志
向
の
対
比
は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ

に
も
ま
た
小
野
さ
ん
と
同
じ
く
く
坑
の
底
V
か
ら
這
い
上
ら
ん
と
す
る
熱
い
自

己
救
抜
の
志
向
が
あ
る
。
，
犬
死
は
出
来
ぬ
、
華
厳
の
瀧
で
死
ん
で
み
せ
る
と
い
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う
、
こ
れ
を
青
年
の
「
虚
栄
心
」
「
贅
沢
心
」
の
発
動
だ
と
作
者
は
片
づ
け
て

い
る
が
、
文
体
を
引
き
ず
る
モ
チ
ー
フ
は
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
て

よ
・
い
。
犬
死
云
々
は
や
が
て
再
び
初
さ
ん
と
は
ぐ
れ
て
、
安
さ
ん
と
い
う
男
と

出
会
う
場
面
の
や
り
と
り
の
伏
線
と
し
て
生
き
る
。

 
青
年
は
安
さ
ん
に
出
会
い
「
彼
の
教
育
」
と
「
教
育
か
ら
生
ず
る
、
上
品
な

感
情
」
 
「
見
識
」
 
「
熱
誠
」
に
驚
き
感
銘
す
る
。
安
さ
ん
は
「
中
等
以
上
の
教

育
を
受
け
た
事
も
あ
る
が
」
、
二
十
三
の
賢
女
の
こ
と
で
罪
を
犯
し
「
社
会
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
も
ぐ

容
れ
ら
れ
な
い
身
体
」
に
な
り
、
と
う
と
う
こ
の
「
シ
キ
の
中
に
潜
り
込
ん

だ
」
。
そ
れ
か
ら
六
年
、
来
年
に
な
れ
ば
出
ら
れ
る
が
、
も
う
娑
婆
に
は
帰
ら

．
ぬ
と
い
う
。
 
「
娑
婆
へ
帰
れ
た
つ
て
、
娑
婆
で
し
た
所
業
は
消
え
や
し
な
い
。

昔
は
今
で
も
重
ん
中
に
あ
る
」
と
い
う
。
「
六
年
此
処
に
住
ん
で
み
る
う
ち
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く

人
間
の
汚
な
い
所
は
大
抵
見
遁
し
た
。
で
も
出
る
気
に
な
ち
な
い
」
。
し
か
し

そ
れ
は
「
お
れ
の
事
だ
。
君
の
事
ぢ
や
な
い
。
君
が
さ
う
な
つ
ち
や
大
変
だ
。
」

「
君
が
堕
落
す
れ
ば
、
君
の
為
に
な
ら
な
い
許
り
ぢ
や
な
い
」
、
親
が
「
あ
れ

ば
猶
更
だ
」
。
 
「
学
問
の
あ
る
も
の
が
坑
夫
に
な
る
の
は
日
本
の
損
だ
」
。
早

く
帰
っ
て
「
正
当
な
一
州
に
適
当
な
一
日
本
の
損
に
な
ら
な
い
様
な
こ
と

を
や
る
」
が
い
い
。
「
旅
費
は
ど
う
で
も
都
合
し
て
や
る
」
と
い
う
。
青
年
は

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
「
此
の
人
に
逢
つ
だ
の
は
全
く
の
小
説
で
あ
る
」
、
 
「
奇
蹟

の
様
に
思
は
れ
た
」
と
い
う
。
 
「
同
時
に
安
さ
ん
の
訓
戒
が
、
自
分
の
初
志
を

一
度
に
翻
へ
し
得
る
程
の
力
を
以
て
、
自
分
の
耳
に
応
へ
た
」
と
い
う
。
ま
た

「
日
の
照
ら
な
い
坑
の
底
で
、
世
か
ら
、
人
か
ら
、
歴
史
か
ら
、
太
陽
か
ら
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
し
へ

忘
れ
ら
れ
た
二
人
が
、
同
量
い
講
を
垂
れ
て
、
尊
と
い
涙
を
流
し
た
舞
台
が

あ
ら
う
と
は
、
胡
坐
を
か
い
て
、
黙
然
と
互
に
顔
を
見
守
っ
て
み
た
本
人
よ
り

外
に
知
る
も
の
は
あ
る
ま
い
」
と
も
い
う
。
・
い
か
に
も
漱
石
的
な
場
面
で
あ
り

漱
石
一
『
坑
夫
」
試
論
 
一
そ
の
主
題
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
一

．
『
野
分
』
に
お
け
る
高
柳
周
作
と
白
井
道
也
の
出
会
い
を
想
わ
せ
、
「
虞
美
人

草
』
の
宗
近
君
の
小
野
さ
ん
へ
の
「
真
面
自
」
説
法
に
も
か
よ
う
場
面
で
あ
ろ

，
つ
。

 
こ
の
小
説
的
結
構
を
排
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
事
実
を
語
っ
て
み
せ
る
と
い

う
手
法
の
な
か
で
、
こ
の
場
面
は
「
全
く
の
小
説
」
だ
と
い
う
が
、
素
材
に
そ

の
モ
デ
ル
の
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
男
が
若
者
に
説
法

を
す
る
、
そ
の
後
半
の
部
分
を
素
材
メ
モ
よ
り
引
け
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
「

…
…
自
分
は
社
会
の
為
に
悲
し
む
の
だ
。
こ
～
は
墓
所
だ
。
葬
る
所
だ
。
坑
夫

に
な
れ
ば
埋
っ
た
の
と
同
然
だ
。
故
に
君
を
殺
す
に
忍
び
な
い
か
ら
親
に
あ
や

ま
っ
て
も
、
独
立
し
て
も
や
れ
、
旅
費
が
な
け
れ
ば
出
し
て
や
る
。
己
は
中
村

組
二
居
る
。
金
さ
ん
と
云
へ
ば
分
ル
。
シ
キ
の
外
に
送
り
出
し
ド
て
や
る
か
ら
、

あ
と
で
山
焼
来
い
」
／
此
男
に
説
か
れ
て
落
涙
。
自
分
が
か
く
堕
落
し
て
も
人

を
救
ふ
と
云
ふ
の
が
あ
る
。
か
う
云
ふ
人
が
あ
る
の
に
何
が
故
に
自
分
が
死
ぬ

事
に
な
っ
た
の
か
／
此
に
於
て
翻
然
志
を
ひ
る
が
へ
す
」
云
々
と
あ
る
。
こ
れ

を
ど
う
敷
損
し
、
作
品
的
に
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
る
か
は
す
で
忙
見
た
通
り
だ
が
、

こ
の
挿
話
を
聞
い
た
「
感
激
が
ま
た
漱
石
を
し
て
「
坑
夫
』
を
書
か
せ
る
、
強

力
な
誘
因
の
一
つ
」
に
・
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
と
し
て
の

漱
石
が
、
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
る
」
 
（
小
宮
豊
隆
）
場
面
と
い
う
に
つ
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
が
。
あ
る
い
は
こ
の
「
坑
夫
』
一
篇
を
闇
の
き
わ
み
、
「
〈
私
V

の
極
点
」
か
ら
の
、
〈
死
V
か
ら
く
生
V
へ
の
「
回
心
」
の
物
語
、
「
一
種
く

さ
ま
よ
へ
る
人
V
の
、
自
己
の
真
実
発
見
の
も
の
が
た
り
」
と
読
み
、
「
生
へ

の
い
わ
ば
駄
目
押
し
の
一
撃
」
 
（
佐
々
木
充
「
漱
石
『
坑
夫
』
試
論
一
坑
道
と

梯
子
一
）
と
し
て
、
こ
の
出
会
い
の
場
面
を
読
み
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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三

r

 
恐
ら
く
こ
と
の
要
所
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
蚤
か
と
思
わ
れ
る
。
事
態
は
さ
ら

に
変
転
す
る
。
坑
か
ら
上
っ
て
来
た
主
人
公
は
親
方
に
坑
夫
に
な
る
こ
と
を
表

明
し
、
そ
の
夜
安
さ
ん
を
訪
ね
て
同
じ
決
意
を
告
げ
る
。
し
か
し
翌
朝
診
察
場

で
医
師
の
診
断
を
受
け
、
気
管
支
炎
と
診
断
さ
れ
再
び
死
の
匂
い
と
直
面
す

る
。
「
気
管
支
炎
と
云
へ
ば
肺
病
の
下
地
で
あ
る
。
肺
病
に
な
れ
ば
助
か
り
様

が
な
い
。
」
「
是
か
ら
先
≡
二
週
間
も
し
た
ら
、
金
さ
ん
の
様
に
よ
つ
し
ょ
い

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

く
で
ジ
ャ
ン
ボ
ー
を
見
せ
ら
れ
て
、
其
揚
句
に
は
自
分
が
と
う
く
ジ
ャ
ン

ヘ
 
 
ヘ

ボ
ー
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
思
ふ
存
分
難
し
立
て
ら
れ
て
、
敲
き
立
て
ら
れ
て

（
こ
こ
で
安
さ
ん
の
モ
デ
ル
金
さ
ん
の
名
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て

よ
い
）
1
「
と
ゴ
の
詰
り
は
↓
一
-
ど
う
な
る
事
か
自
分
に
も
分
ら
な
い
。
」

「
た
9
世
界
が
の
べ
つ
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
に
続
い
て
み
る
う
ち
に
、
あ
ざ
や
か

な
色
が
幾
通
り
も
並
ん
で
る
慮
り
で
あ
る
。
」
「
死
ん
で
も
い
㌧
、
生
き
て
も

い
㌧
。
華
・
厳
の
爆
杯
へ
行
く
の
は
面
倒
に
な
っ
た
。
東
京
へ
帰
る
？
何
の
必
要

が
あ
っ
て
帰
る
。
ど
う
せ
二
三
度
咳
を
せ
く
う
ち
の
命
だ
。
」
 
「
1
ふ
と
往

き
に
眼
に
附
い
た
蒲
公
英
に
出
逢
つ
た
。
さ
っ
き
は
勿
体
な
い
程
美
し
い
色
だ

と
思
っ
た
が
、
今
見
る
と
何
と
も
な
い
。
」
出
自
分
を
見
下
し
て
み
る
」
坑
夫

た
ち
の
顔
も
「
さ
つ
き
迄
は
あ
れ
程
厭
に
見
え
た
顔
が
丸
で
土
細
工
の
人
形
の

首
の
様
に
思
は
れ
る
」
。
す
べ
て
か
「
た
ゴ
の
顔
」
だ
。
「
さ
う
云
ふ
自
分
略

骨
と
肉
で
出
来
た
た
ぶ
の
人
間
で
あ
る
。
意
味
も
何
も
な
い
」
。
す
べ
て
が
の

っ
ぺ
ら
ぼ
う
に
意
味
を
失
っ
て
み
え
る
ど
い
う
一
そ
の
兆
候
は
す
で
に
診
察

場
で
薬
の
臭
い
を
か
ぎ
、
死
の
匂
い
を
か
ぎ
と
っ
た
時
に
あ
っ
た
。
「
運
命
」

な
る
も
の
が
「
不
可
思
議
な
魔
力
で
可
憐
な
青
年
を
弄
」
び
、
「
突
然
宙
に
釣

る
し
て
」
こ
こ
に
据
え
つ
け
た
の
だ
と
知
っ
た
時
、
不
意
に
す
べ
て
が
「
夢
の
様

な
不
思
議
に
な
る
。
元
来
此
の
椅
子
に
腰
を
掛
け
て
み
る
本
人
か
ら
し
て
が
、

何
物
だ
か
殆
ど
要
領
を
得
な
い
。
本
人
以
外
の
世
界
は
明
瞭
に
見
え
る
丈
で
、

ど
ん
な
意
味
の
あ
る
世
界
か
薩
張
り
見
当
が
つ
か
な
い
」
。
た
だ
す
べ
て
が
一

場
の
夢
、
 
「
一
幅
の
書
と
見
え
る
丈
で
」
あ
る
。

 
安
さ
ん
は
「
生
き
て
か
ん
く
敲
い
て
み
る
。
生
き
て
！
1
自
分
を
救
は
う

と
し
て
る
る
。
安
さ
ん
が
生
き
て
る
以
上
は
自
分
も
死
ん
で
は
な
ら
な
い
。
死

ぬ
の
は
弱
い
」
i
こ
の
主
人
公
の
け
な
げ
な
決
意
も
、
生
へ
の
共
感
も
、
す

べ
て
は
こ
こ
で
相
対
化
さ
れ
、
無
化
さ
れ
る
。
安
さ
ん
と
の
出
会
い
、
死
か
ら

生
へ
の
回
心
と
い
う
、
最
も
「
小
説
」
的
な
ド
ラ
マ
を
一
挙
に
無
化
さ
せ
る
も

の
は
何
か
。
作
者
は
作
為
を
弄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ひ
と
り
の
青
年
の
語
っ

た
体
験
通
り
の
事
実
で
あ
る
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
事
実
、
金
さ
ん
と
の
出
会

い
か
ら
診
察
場
で
の
宣
告
以
下
1
こ
の
部
分
の
メ
モ
は
最
も
詳
細
で
あ
り
、

ま
た
作
品
は
殆
ど
こ
の
メ
モ
通
り
に
進
行
す
る
。
た
だ
ひ
と
つ
の
作
為
は
安
さ

ん
と
の
二
度
目
の
対
面
で
あ
る
。
メ
モ
で
は
病
気
の
宣
告
を
受
け
た
あ
と
金
さ

ん
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
作
品
で
は
そ
の
以
前
と
な
っ
て
い
る
。

理
由
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
一
診
察
場
の
場
面
を
さ
か
い
と
し
て
事
態
は
、
主

人
公
の
意
識
（
あ
る
い
は
認
識
）
は
一
変
す
る
。
安
さ
ん
と
の
最
後
の
場
面
も

含
め
て
、
す
べ
て
は
主
人
公
の
（
さ
ら
に
は
作
者
の
）
眼
差
の
な
か
で
相
対
化

さ
れ
、
無
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
金
さ
ん
は
相
変
ら
ず
平
た
く
な
っ
て
寝
て

み
る
。
金
さ
ん
は
い
つ
ジ
ャ
ン
ボ
ー
に
な
る
ん
だ
ら
う
、
自
分
と
金
さ
ん
と
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ら
が
ね

つ
ち
が
早
く
死
ぬ
だ
ろ
う
」
。
安
さ
ん
は
「
こ
．
の
先
何
年
 
鐘
 
を
敲
く
だ
ら

う
。
矢
つ
張
り
仕
舞
に
は
金
さ
ん
の
様
に
平
た
く
な
っ
て
、
飯
場
の
片
隅
に
寝

る
ん
だ
ら
う
」
。
こ
こ
に
地
底
の
ヒ
ー
ロ
ー
安
さ
ん
も
ま
た
悲
惨
な
無
名
者
の

（32）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

死
を
遂
げ
る
金
さ
ん
の
な
か
に
収
敏
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
一
そ
こ
に
金
さ
ん

と
い
う
素
材
の
名
の
転
移
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
語
る
と
こ
ろ
を
さ
え
、
我
々
は
ひ

そ
か
に
読
み
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

 
こ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
『
猫
』
の
末
尾
に
も
『
虞
美
人
草
』
．
に
も
、
い
や
漱
石

の
全
作
品
に
底
流
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
が
、
『
虞
美
人
草
」
が
死
と
い
う
一

大
事
を
前
に
し
て
人
生
の
「
第
一
義
」
、
「
道
義
」
へ
の
開
眼
を
説
い
た
と
す

れ
ば
、
 
『
坑
夫
』
は
逆
に
死
の
予
感
を
前
に
し
て
「
人
間
の
一
大
事
た
る
死
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

云
ふ
実
際
と
、
人
間
の
獣
類
た
る
坑
夫
の
住
ん
で
み
る
シ
キ
と
を
結
び
附
け
て

一一

O
日
前
迄
不
足
な
く
生
ひ
立
つ
た
坊
つ
ち
や
ん
を
突
然
宙
に
釣
る
し
て
、
此

の
二
つ
の
間
に
置
い
た
」
運
命
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
語
っ
て
み
せ
る
。
漱
石
に
お

け
る
求
道
と
認
識
は
、
こ
こ
で
も
一
種
弁
証
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
と

も
い
え
る
が
、
し
か
し
作
者
の
言
い
た
い
と
こ
ろ
は
一
こ
れ
が
「
小
説
」
な

ら
ぬ
、
人
生
と
い
う
自
然
の
事
実
に
即
し
た
実
相
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ

，
つ
。 

も
っ
と
大
き
く
云
ぺ
ば
此
一
篇
「
坑
夫
」
そ
の
も
の
が
矢
張
さ
う
で
あ

る
。
纒
ま
り
の
つ
か
な
い
事
実
を
事
実
の
儘
に
記
す
丈
で
あ
る
。
小
説
の
様

に
捲
へ
た
も
の
ち
や
な
い
か
ら
、
小
説
の
様
に
面
白
く
は
な
い
。
其
の
代
り

小
説
よ
り
も
神
秘
的
で
あ
る
。
凡
て
運
命
が
脚
色
し
た
自
然
の
事
実
は
、
人

間
の
構
想
で
作
り
上
げ
だ
小
説
よ
り
も
無
法
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ

る
、
と
自
分
は
常
に
思
っ
て
み
る
。

 
作
中
す
で
に
作
者
は
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
作
品
の
末
尾
は
殆
ど
メ
モ

そ
の
ま
ま
に
飯
場
の
帳
附
ど
な
っ
た
主
人
公
が
、
五
ケ
月
間
勤
め
て
東
京
へ
帰

漱
石
-
『
坑
夫
』
試
論
 
i
そ
の
主
題
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
一

る
顯
末
を
ほ
ん
の
数
行
で
片
づ
け
一
「
自
分
が
坑
夫
に
就
て
の
経
験
は
乱
れ

丈
で
あ
る
。
さ
う
し
て
み
ん
な
事
実
で
あ
る
。
其
の
澄
隷
に
は
小
説
に
な
っ
て

み
な
い
ん
で
も
分
る
」
と
い
う
言
葉
で
結
ぶ
。
す
で
に
作
者
の
非
く
小
説
V
化

の
志
向
は
明
ら
か
だ
が
、
こ
れ
が
単
に
『
虞
美
人
草
」
へ
の
反
措
定
の
み
な
ら

ぬ
、
遠
く
「
人
生
』
一
篇
に
見
る
根
底
の
志
向
に
つ
な
が
る
こ
と
は
す
で
に
ふ

れ
た
。
・
「
吾
人
の
心
中
に
は
底
な
き
三
角
形
あ
り
、
二
宮
並
行
せ
る
三
角
形
あ

る
を
奈
辺
せ
ん
」
と
『
人
生
』
の
作
者
は
い
う
。
人
生
そ
の
も
の
が
片
づ
か
ぬ

矛
盾
の
連
続
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
到
底
こ
れ
が
作
家
文
人
の
舞
文
僻
見
の
う
ち

に
片
づ
き
う
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
 
「
小
説
は
此
錯
雑
な
る
人
生
の
一
側
面

を
写
」
し
「
事
物
の
紛
糾
乱
雑
な
る
も
の
を
綜
合
し
て
一
の
哲
理
を
教
ふ
る
に

足
る
」
 
（
「
人
生
」
）
と
い
う
。
し
か
も
文
意
は
直
下
に
一
転
し
て
作
家
の
解

剖
、
直
覚
、
分
析
も
つ
い
に
人
生
の
根
源
に
ひ
そ
む
可
変
の
狂
気
、
か
の
「
不

可
思
議
の
も
の
」
を
汲
み
つ
く
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
恐
ら
く
『
坑
夫
」
一
篇
の
冒
険
は
こ
の
片
づ
き
え
ぬ
矛
盾
の
連
続
、
「
二
辺

 
ヘ
 
 
へ

並
行
」
の
矛
盾
を
意
識
の
連
続
と
し
て
追
い
つ
つ
、
そ
こ
に
人
生
の
不
可
思
議

を
読
み
と
与
、
同
時
に
作
品
の
非
く
小
説
V
化
と
い
う
課
題
を
問
い
つ
め
つ
つ

 
 
 
 
 
 
、
か
ら

く
小
説
V
と
い
う
殼
を
破
っ
て
生
ま
れ
出
る
何
も
の
か
に
己
れ
を
賭
け
ん
と
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
『
人
生
」
以
来
の
課
題
が
作
晶
を
相
対
化
す
る
と

と
も
に
、
ま
た
盲
管
自
体
が
『
人
生
」
一
篇
に
い
う
と
こ
ろ
を
ど
う
問
い
返
し

'
捲
き
込
ん
で
ゆ
ぐ
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
っ
た
。
作
者
は
一
度
は
こ
の
課
題
を

問
い
つ
め
で
み
る
心
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
実
験
を
果
た
す
に
作
者
は
す
で
に
手

な
れ
た
「
低
徊
趣
味
」
的
手
法
を
と
っ
た
。
す
で
に
先
の
評
文
（
「
『
坑
夫
』

の
作
意
1
」
）
に
見
る
ご
と
く
低
徊
的
手
法
を
事
相
の
「
分
解
」
、
解
析
と
い

う
場
に
用
い
た
。
そ
れ
が
作
者
も
い
う
ご
と
く
＜
回
想
〉
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の

（33）



．
意
味
で
あ
る
。
言
わ
ば
醒
め
た
眼
で
「
公
平
に
」
「
批
評
し
な
が
ら
」
善
も
悪

も
「
同
じ
や
う
な
眼
を
以
て
見
て
書
け
る
」
と
い
う
。
し
か
し
作
品
た
る
以
上

 
 
 
 
 
 
へ

分
析
な
ら
ぬ
詩
（
あ
る
い
は
詩
趣
）
は
ど
こ
に
生
き
る
か
。
こ
れ
も
ま
た
す
で

に
作
中
、
作
者
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

 
然
し
世
の
中
に
は
纒
ま
り
さ
う
で
、
纒
ら
な
い
、
云
は
ゴ
出
来
損
ひ
の
小

説
め
い
た
事
が
大
分
あ
る
。
長
い
年
月
を
隔
て
㌧
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
却

っ
て
此
の
だ
ら
し
な
く
尾
を
蒼
弩
の
奥
に
隠
し
て
仕
舞
つ
た
経
歴
の
方
が
興

味
の
多
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
振
り
返
っ
て
思
ひ
出
す
程
・
の
過
去
は
、
み
ん

な
夢
で
、
そ
の
夢
ら
し
い
所
に
追
懐
の
趣
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
過
去
の
事
実

そ
れ
自
身
に
何
処
か
ぼ
ん
や
り
し
た
、
曖
昧
な
点
が
な
い
と
此
の
夢
幻
の
趣

を
助
け
る
事
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
十
分
に
発
展
し
て
来
た
因
果
の
予
期
を

満
足
さ
せ
る
事
柄
よ
り
も
、
此
赤
毛
布
流
に
、
頭
も
尻
も
秘
密
の
中
に
流
れ

込
ん
で
只
途
中
丈
が
眼
の
前
に
浮
ん
で
く
る
一
夜
半
日
の
書
の
方
が
面
白
．

い
。

 
作
者
は
こ
の
手
法
の
効
果
を
随
所
で
示
す
。
た
と
え
ば
ポ
ン
引
き
の
長
蔵
に

連
れ
ら
れ
て
汽
車
を
降
り
、
車
中
の
眠
り
か
ら
ま
だ
意
識
の
充
分
ざ
の
や
ら
ぬ

眼
に
映
っ
た
街
道
の
風
景
～
「
髄
に
此
宿
を
通
り
抜
け
る
事
は
出
来
る
。
左

右
の
家
は
触
れ
ば
触
る
事
が
出
来
る
。
二
階
へ
上
れ
ば
上
る
事
が
出
来
る
。
出

来
る
と
云
ふ
事
は
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
み
な
が
ら
も
、
出
来
る
と
云
ふ
観
念
を
全

く
遺
失
し
て
、
単
に
切
実
な
る
感
能
の
印
象
丈
を
眸
の
な
か
に
受
け
な
が
ら
立

っ
て
る
た
」
と
い
う
一
す
べ
て
が
「
事
実
に
等
し
い
明
ら
か
な
夢
」
 
「
他
界
の

ま
ぼ
ろ
し

幻
影
に
接
し
た
と
同
様
の
」
、
一
種
異
常
な
風
景
の
現
前
が
、
あ
た
か
も
時

間
の
流
れ
を
一
瞬
停
止
さ
せ
、
い
っ
さ
い
の
意
味
を
剥
奪
さ
れ
だ
裸
形
の
か
だ

ち
で
見
え
て
来
る
場
面
、
あ
る
い
は
山
中
で
出
会
つ
た
無
気
味
な
小
僧
も
加
え

て
夜
の
山
中
を
歩
み
、
翌
朝
雲
の
な
か
を
踏
み
進
む
道
中
の
夢
幻
の
陣
中
の
趣

な
ど
一
そ
の
効
果
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
回
想
と
い
う
手

法
は
単
に
事
柄
の
分
析
、
あ
る
い
は
夢
幻
の
情
趣
の
点
綴
と
い
う
効
果
の
み
に

終
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

 
男
は
「
漠
々
た
る
」
前
途
に
向
っ
て
あ
て
も
な
ぐ
歩
い
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て

 
「
生
涯
片
付
か
な
い
不
安
の
中
を
歩
い
て
行
く
ん
だ
」
と
い
う
。
・
「
ど
こ
迄
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

半
二
半
晴
の
姿
で
、
ど
こ
迄
も
片
付
か
ぬ
不
安
が
立
て
軍
め
て
居
る
」
ゆ
く
て

を
み
つ
め
な
が
ら
、
た
だ
「
人
の
居
な
い
所
へ
行
っ
て
、
た
っ
た
一
人
で
住
ん

・
で
居
た
い
。
」
「
只
暗
い
所
へ
行
き
た
い
、
行
か
な
く
つ
ち
や
な
ら
な
い
と
思
ひ

な
が
ら
」
進
ん
で
ゆ
く
。
作
者
は
こ
の
ひ
と
り
の
男
の
内
面
に
乗
り
込
ん
で
回

想
の
体
を
と
り
つ
つ
、
何
事
を
か
語
ろ
う
と
す
る
軌
「
片
付
か
ぬ
不
安
」
と
は

す
で
に
見
た
通
り
、
『
人
生
』
一
篇
か
ら
晩
期
『
道
草
」
『
明
暗
』
に
至
る
一

貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
り
、
作
者
は
す
で
に
こ
の
男
を
借
り
て
、
あ
る
何
も
の
か

の
現
前
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
男
は
『
虞
美
人
草
』
の
語
る
所

か
ら
北
へ
向
っ
て
踏
み
出
し
た
と
い
う
。
し
か
し
ま
た
こ
の
都
落
ち
、
東
京
を

離
れ
て
の
く
旅
V
と
い
う
趣
向
は
『
鶉
籠
』
一
巻
に
見
る
『
坊
つ
ち
や
ん
」
 
「

草
枕
』
コ
一
百
十
日
」
す
べ
て
の
趣
向
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
に
噛
あ
る

非
日
常
的
な
時
間
と
空
間
の
展
開
を
見
る
の
は
当
然
だ
が
、
 
『
坑
夫
」
一
篇
の

曳
ぎ
ず
る
負
な
る
世
界
へ
の
志
何
は
深
い
。
こ
れ
を
評
家
の
い
う
ご
と
く
死
へ

の
、
負
の
極
点
へ
の
吸
引
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
「
片
付
か
ぬ
不
安
」
「
半
三

半
晴
の
姿
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
あ
る
直
進
的
な
下
降
な
ら
ぬ
、
彷
径
と
た
め

ら
い
と
、
転
機
へ
の
ひ
そ
か
な
契
機
が
感
じ
ら
れ
る
。
あ
え
て
、
ま
た
い
さ
さ

（ 34・ ）



か
せ
き
こ
ん
で
言
え
ば
・
i
こ
ご
に
は
十
九
歳
の
青
年
な
ら
ぬ
、
作
者
自
身
の

青
春
彷
径
の
影
が
ひ
め
ら
れ
て
は
い
な
い
か
。

．
明
治
十
四
年
一
月
、
母
千
枝
の
死
と
と
も
に
、
こ
の
春
漱
石
な
ら
ぬ
夏
目
金

之
助
は
東
京
府
立
第
一
中
学
校
の
正
則
課
程
を
や
め
、
漢
学
塾
二
言
学
舎
に
転

じ
て
い
る
。
英
語
の
な
い
正
則
課
程
で
は
大
学
予
備
門
に
入
れ
ぬ
と
変
則
課
程

へ
の
入
学
を
希
望
し
て
い
た
彼
が
、
あ
え
て
漢
学
塾
に
転
じ
た
理
由
は
母
の
死

に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
「
出
世
よ
り
も
、
好
き
な
漢
籍
に
ひ
た
る

出
世
間
的
態
度
に
心
を
ひ
か
」
し
め
た
も
の
は
「
実
母
千
枝
の
死
」
 
（
瀬
沼
茂

樹
『
夏
目
漱
石
』
）
で
あ
り
、
そ
の
「
『
不
安
』
に
唯
一
の
安
息
を
あ
た
え
て

く
れ
た
母
を
追
っ
て
、
漢
学
の
あ
た
え
る
過
去
の
世
界
像
の
な
か
へ
埋
没
」
 
（

江
藤
淳
「
漱
石
と
そ
の
時
代
）
せ
ん
と
し
た
か
と
み
え
る
。
し
か
も
こ
の
葺
替

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

一
月
に
は
す
で
に
塾
を
退
き
、
十
六
年
九
月
成
立
学
舎
に
入
っ
て
英
語
を
学
び

翌
十
七
年
夏
大
学
予
備
門
に
入
学
し
て
い
る
。
．
正
則
中
学
を
や
め
た
理
由
か
ら

い
え
ば
二
松
学
舎
に
転
じ
た
こ
と
は
矛
盾
で
あ
め
、
ま
た
「
英
語
を
修
め
な
け
」

 
 
じ
っ
と

れ
ば
静
止
し
て
ゐ
ら
れ
ぬ
」
 
ハ
「
私
の
経
過
し
た
学
生
時
代
」
）
ほ
ど
の
焦
燥

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
後
成
立
学
舎
入
学
ま
で
の
二
年
近
い
空
白
も
ま
た

不
審
で
あ
る
。
後
年
漱
石
は
そ
の
事
情
の
い
く
ば
く
か
を
語
っ
て
は
い
る
が
、
．

な
お
こ
の
二
年
間
の
空
白
、
最
も
は
げ
し
く
揺
れ
動
い
た
と
み
え
る
こ
の
一
時

期
の
内
面
の
苦
悩
、
彷
径
に
つ
い
て
は
何
事
も
語
っ
て
い
な
い
。

・
恐
ら
く
そ
の
生
涯
の
岐
路
は
こ
の
時
期
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
『
坊
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

ち
ゃ
ん
』
末
尾
の
後
日
讃
1
あ
の
英
雄
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
死
と
も
い
う
べ
き
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん

葉
鉄
の
技
手
と
な
っ
て
市
井
の
間
に
み
ず
が
ら
を
埋
没
せ
し
め
る
末
路
に
は
、

あ
り
弘
べ
か
り
し
い
ま
ひ
と
り
の
漱
石
t
な
ら
ぬ
、
・
い
衷
ひ
と
り
の
夏
目
金

之
助
の
姿
が
見
届
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
時
、
彼
を
「
御

漱
石
i
『
坑
夫
』
試
論
 
1
そ
の
主
題
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
一

思
の
な
か
で
…
…
待
っ
て
居
り
ま
す
」
と
い
う
清
の
背
後
に
、
忘
れ
が
た
い
母

千
枝
の
像
を
重
ね
る
こ
と
は
必
ず
し
も
付
会
の
論
と
は
い
え
ま
い
。
坊
つ
ち
や

、
ん
の
モ
デ
ル
詮
議
と
あ
れ
ば
「
赤
シ
ャ
ツ
は
即
ち
か
う
い
ふ
私
の
事
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ち
ん
の
で
…
…
」
 
（
「
私
の
個
人
主
義
」
）
と
い
う
通
り
、
赤
シ
ャ

ツ
が
文
学
士
で
あ
り
、
英
文
学
の
徒
で
あ
り
、
俳
句
を
た
し
な
み
、
「
赤
シ
ャ

ツ
は
時
々
帝
国
文
学
と
か
云
ふ
真
赤
な
雑
誌
を
学
校
へ
持
っ
て
来
て
難
有
さ
う

に
読
ん
で
み
る
ゆ
山
嵐
に
聞
い
て
見
た
ら
、
赤
シ
ャ
ツ
の
片
仮
名
は
み
ん
な
あ

'
の
雑
誌
か
ら
出
る
ん
だ
さ
う
だ
。
帝
国
文
学
も
罪
な
雑
誌
だ
」
と
い
う
、
そ
の

「
帝
国
文
学
」
も
ま
た
漱
石
と
ゆ
か
り
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ

の
痛
烈
な
颯
意
の
所
在
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
漢
文
学
と
い
う
は

な
ち
が
た
い
本
然
の
世
界
を
棄
て
て
世
に
出
ん
と
し
た
漱
石
の
負
い
目
に
、
こ

の
終
末
の
消
え
ゆ
く
坊
っ
ち
ゃ
ん
と
赤
シ
ャ
ツ
の
対
比
に
あ
ざ
や
か
で
あ
り
、

さ
ら
に
転
じ
て
は
『
虞
美
人
草
」
の
小
野
さ
ん
と
井
上
孤
堂
親
子
を
め
ぐ
る
叙

述
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
小
野
さ
ん
は
学
者
と
し
て
の
出
世
の
た
め
恩
義
あ
る
井
上
孤
堂
の
娘
小
夜
子

と
の
結
婚
の
黙
契
を
破
り
藤
尾
に
走
ら
ん
と
す
る
。
孤
堂
親
子
は
小
野
を
追
っ

て
上
京
す
る
。
「
打
ち
遣
っ
た
過
去
は
、
夢
の
塵
を
む
く
く
と
掻
き
分
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご
み
た
め

古
ぼ
け
た
頭
を
歴
史
の
芥
溜
か
ら
出
す
一
叢
や
と
思
ふ
問
に
、
ぬ
つ
く
と
立

っ
て
歩
い
て
来
る
。
打
ち
遣
っ
た
時
に
、
生
息
の
根
を
留
め
て
置
か
な
か
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
か
ふ

の
が
無
念
で
あ
る
が
、
生
息
は
断
り
も
な
く
向
で
吹
き
返
し
た
の
だ
か
ら
是

非
も
な
い
し
一
こ
の
文
体
に
息
づ
く
情
念
の
波
動
に
は
小
野
な
ら
ぬ
h
背
後

の
作
者
の
暗
い
想
念
の
い
ぶ
き
が
っ
た
わ
る
。
そ
の
本
然
の
世
界
と
も
目
し
た

漢
学
の
世
界
を
棄
て
、
こ
の
開
化
の
世
の
只
中
に
漢
学
者
に
な
っ
た
と
て
何
に

な
ろ
う
と
し
て
切
り
棄
て
た
裡
な
る
世
界
は
、
い
ま
小
野
に
追
い
迫
っ
て
来
る

（35）
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へ

過
去
の
亡
霊
と
も
見
ら
れ
る
漢
学
者
孤
堂
親
子
の
像
と
し
て
よ
み
が
え
る
。
開

化
の
世
の
中
に
栄
光
へ
の
道
を
歩
ま
ん
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
棄
て
て
も
本
然

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
 
 
ひ
び

の
道
義
の
道
に
生
き
ん
か
、
こ
の
矛
盾
の
問
に
「
睡
夢
」
割
れ
た
小
野
の
背
後

に
、
作
者
胸
中
の
胴
部
に
つ
な
が
る
ド
ラ
マ
の
あ
っ
だ
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

 
い
ま
『
坑
夫
』
一
篇
の
語
る
と
こ
ろ
も
ま
た
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
。
二
人

の
女
を
め
ぐ
る
恋
の
三
角
関
係
が
藤
尾
と
小
夜
子
に
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
夏
型
は
さ
ら
に
遡
っ
て
開
化
と
伝
統
、
あ
る
い
は
出
世
（
的
志
向
）
と
本
然

（
的
志
向
）
の
は
ざ
ま
に
揺
れ
動
く
作
者
内
面
の
ド
ラ
マ
に
遡
源
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
ゆ
く
て
は
「
漠
々
」
た
る
も
の
だ
が
、
た
だ
ひ
と
り
世
間
を
は
な
れ
、

人
を
は
な
れ
た
暗
い
所
へ
落
ち
込
ん
で
ゆ
こ
う
と
す
る
一
そ
の
「
半
二
半
晴
」

の
ど
こ
凹
い
っ
て
も
「
片
付
か
ぬ
」
世
界
と
は
何
か
。
暗
い
坑
底
に
身
を
埋
め

ん
と
し
て
、
な
お
そ
の
孤
独
な
疎
外
の
恐
れ
か
ら
這
い
上
ら
ん
と
す
る
希
求

一
「
坑
の
先
に
は
太
陽
が
照
り
渡
」
り
、
広
い
野
が
山
が
、
さ
ら
に
先
に
は
．

華
厳
の
滝
が
あ
る
。
「
ど
う
あ
っ
て
も
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
「
明
る

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

い
東
京
」
が
、
日
光
が
、
華
厳
が
一
髪
の
象
徴
た
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
「
学
問
の
あ
る
も
の
が
坑
夫
に
な
る
の
は
日
本
の
損
だ
」
、
早
く
帰

っ
て
「
正
当
な
一
君
に
適
当
な
一
日
本
の
損
に
な
ら
な
い
様
な
こ
と
を
や
る
」

が
い
い
と
い
う
安
さ
ん
の
言
葉
を
、
た
し
か
に
か
つ
て
の
作
者
は
聴
い
た
は
ず

だ
。
 
『
坑
夫
』
に
ひ
と
り
の
青
年
の
自
ヨ
回
復
、
回
心
の
契
機
を
語
ら
ん
と
し

た
作
者
は
同
時
に
、
そ
の
背
後
に
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
あ
え

ぎ
、
苦
悩
し
た
幼
い
青
春
の
彷
径
の
日
々
の
内
面
を
ひ
そ
か
に
描
き
、
現
前
せ

し
め
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
こ
の
回
心
物
語
が
さ
ら
に
終
末
に
至
っ
て
く
つ
が
え
さ
れ
る
契
機
に
つ
い
て

は
す
で
に
ふ
れ
た
が
、
医
師
の
思
わ
ざ
る
宣
告
に
す
べ
て
が
墨
色
し
、
無
化
さ

れ
て
ゆ
く
場
面
、
さ
ら
に
は
こ
れ
に
続
く
簡
明
な
終
末
の
叙
述
の
背
後
に
i

「
小
生
始
め
医
師
よ
り
肺
病
と
聞
き
た
る
時
は
穿
て
覚
悟
は
致
居
候
へ
ば
今
更

の
様
に
驚
愕
は
不
仕
」
と
言
い
つ
つ
、
「
一
度
び
此
病
に
か
㌧
る
以
上
は
功
名

心
も
情
欲
も
皆
消
え
失
せ
て
憎
淡
寡
欲
の
君
子
と
な
ら
ん
か
と
少
し
は
希
望
を

抱
き
居
候
に
も
係
ら
ず
身
体
は
其
後
愈
々
壮
健
に
相
成
医
師
も
左
程
差
当
り
で

の
心
配
は
な
く
杯
申
し
聞
け
候
に
就
て
も
性
来
の
俗
気
は
依
然
不
改
旧
観
実
に

自
ら
も
あ
き
れ
二
世
」
 
（
明
2
7
・
3
・
9
菊
池
謙
二
郎
宛
書
簡
）
と
語
る
発
病

体
験
を
め
ぐ
る
作
者
の
、
微
妙
な
心
理
の
揺
動
も
重
ね
映
さ
れ
ぬ
こ
と
は
あ
る

ま
い
。
こ
れ
は
み
な
「
事
実
で
あ
る
。
そ
の
誰
嫁
に
は
小
説
に
な
っ
て
み
な

い
」
と
結
ぶ
作
者
は
、
た
し
か
に
素
材
の
骨
組
み
を
そ
の
ま
ま
に
あ
る
人
生
の

ひ
と
こ
ま
を
描
い
て
み
せ
た
。
し
か
し
己
れ
を
「
他
人
と
し
て
回
想
の
う
ち

に
」
語
っ
て
み
せ
る
と
い
う
こ
の
語
り
手
の
眼
は
、
す
で
に
当
人
な
ち
ぬ
作
者

そ
の
も
の
の
眼
で
あ
り
、
〈
低
徊
V
と
言
い
、
さ
ら
に
は
〈
意
識
の
流
れ
〉
と

い
う
自
在
な
方
法
を
と
り
つ
つ
ま
た
作
者
は
人
生
普
遍
の
矛
盾
を
、
実
相
を
、

同
時
に
自
己
の
青
春
彷
裡
を
め
ぐ
る
内
面
の
機
微
を
も
よ
く
映
し
え
た
。
そ
れ

は
『
猫
』
以
来
『
坊
つ
ち
や
ん
」
や
『
草
枕
」
の
方
法
に
も
つ
な
が
る
自
在
な

自
己
解
放
の
所
産
で
あ
り
、
や
が
て
「
三
四
郎
」
以
下
の
新
た
な
世
界
へ
と
踏

み
入
る
契
機
と
も
な
り
え
た
。
こ
れ
が
『
虞
美
人
草
」
に
続
い
て
書
か
れ
た
機

縁
は
、
内
容
に
お
い
て
、
手
法
に
お
い
て
、
ま
た
偶
然
と
は
言
い
え
ま
い
。

（36）


