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一

 
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
と
聞
か
れ
て
、
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
は
「
自
分
自

身
の
た
め
し
だ
と
い
う
。
同
じ
問
い
を
受
け
て
、
セ
リ
ー
ヌ
は
「
誰
か
の
た
め

に
書
く
の
で
は
な
い
。
最
後
の
最
後
だ
よ
！
そ
こ
ま
で
堕
落
す
る
の
は
。
も
の

そ
れ
自
体
の
た
め
に
書
く
の
さ
」
と
い
う
。
答
え
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
。

 
小
川
国
夫
は
こ
の
問
い
を
一
主
題
と
し
た
、
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』

の
な
か
で
、
死
者
に
向
か
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
「
自
分

に
向
け
て
書
く
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
い
か
な
る
読
者
も
存
在
し

な
い
と
い
う
立
場
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
」

と
い
う
、
い
さ
さ
か
厄
介
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
ば
く
か
の
こ
と
を
共
に

考
え
、
語
っ
て
み
た
い
。

 
こ
れ
は
、
こ
の
夏
の
公
開
講
座
の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
書
い
た
発
表
の
要
旨

だ
が
、
た
し
か
に
こ
れ
は
厄
介
な
問
題
だ
。
や
り
は
じ
め
て
い
る
う
ち
に
問
題

は
転
移
し
、
ふ
く
ら
み
、
い
ざ
講
座
と
な
っ
て
話
し
は
じ
め
る
と
、
さ
ら
に
問

題
の
所
在
は
深
化
し
、
あ
る
核
心
が
、
見
え
は
じ
め
て
来
た
よ
う
に
も
思
え
た
。

い
や
、
こ
う
言
え
ば
大
層
な
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
小
川
氏
の

作
品
を
読
み
返
し
、
日
頃
こ
だ
わ
っ
て
来
た
問
題
を
さ
ら
に
触
発
さ
れ
る
形
で
、

〈
作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
〉
と
い
う
標
題
を
と
り
あ
え
ず
書
き
つ
け
て
み

た
。

 
し
か
し
〈
誰
の
た
め
に
〉
と
は
い
か
に
も
あ
い
ま
い
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
〈
誰

に
向
か
っ
て
〉
で
は
な
い
か
。
だ
が
何
者
か
に
向
か
っ
て
書
く
と
い
う
時
、
こ

と
は
そ
の
標
的
な
ら
ぬ
、
こ
れ
を
促
が
す
作
家
主
体
の
問
題
で
は
な
い
か
。
な

ら
ば
そ
れ
を
促
が
す
作
家
内
面
か
ら
の
力
の
所
在
と
は
何
か
。
い
や
、
そ
も
そ

も
作
家
内
面
と
い
う
、
そ
の
作
家
に
お
け
る
〈
我
〉
と
は
、
〈
私
V
と
は
な
に
か
。

恐
ら
く
問
題
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
始
め
て
み
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
〈
我
〉

と
は
何
か
。

 
小
川
国
夫
は
あ
る
対
談
の
な
か
で
「
我
と
は
場
で
す
」
と
言
い
、
い
ろ
ん
な

所
で
こ
れ
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
島
尾
敏
雄
と
の
対
談
『
夢
と
現
実
』
の
な

か
で
も
こ
れ
を
つ
よ
く
強
調
し
て
い
る
。
ユ
ン
グ
に
近
い
ゲ
オ
ル
ク
・
グ
ロ

・
デ
ッ
ク
と
い
う
人
が
、
「
剛
p
ヨ
一
ぞ
巴
9
匪
巴
ご
（
私
は
そ
の
も
の
に
よ
っ
て

生
き
ら
れ
て
い
る
ん
だ
）
と
言
っ
て
い
る
そ
う
だ
が
、
「
私
と
い
う
場
が
あ
る

も
の
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
時
「
詫
が
ほ
ん
と
う
に
生

き
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
の
生
き
て
い
る
も
の
に
い
わ
ば
場
所
を
提

供
し
て
い
る
」
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
「
津
が
あ
る
人
を
か
り
て
生
き
た
場
合
に
、
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そ
の
人
を
促
す
ん
だ
け
れ
ど
も
、
跨
は
一
般
的
に
い
え
ば
『
役
割
と
し
て
の
神
』

の
よ
う
な
も
の
し
で
、
「
そ
う
考
え
な
い
と
ぼ
く
ら
が
小
説
を
書
い
て
い
る
の

も
自
分
の
意
志
で
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
。
「
ぼ
く
は
意
志
だ
け

で
は
あ
き
た
ら
な
い
」
。
私
た
ち
を
つ
ら
ぬ
く
「
大
き
な
流
れ
は
意
思
を
超
え

た
も
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
。

 
こ
れ
は
い
か
に
も
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
ら
し
い
発
言
と
も
み
え
る
が
、
小
川
文

学
を
解
く
鍵
は
た
し
か
に
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
〈
我
〉
が
、
〈
私
〉
と
い
う
存
在

が
ひ
と
つ
の
く
場
〉
で
あ
る
と
は
、
す
で
に
現
代
文
学
の
認
識
す
る
所
で
あ
り
、

あ
る
意
味
で
〈
私
〉
と
は
ひ
と
つ
の
く
場
〉
で
あ
る
と
い
う
認
識
か
ら
文
学
の
、
ま

た
思
想
の
〈
現
代
〉
は
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
言
葉
が
あ
る
。

 
「
人
は
働
く
時
に
は
絶
対
の
孤
独
の
中
に
い
ざ
る
を
え
な
い
。
一
派
を
な
す

こ
と
も
、
派
に
与
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
闇
の
、
秘
密
裡
の
仕
事
し
か
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
は
極
度
に
賑
わ
っ
た
孤
独
、
夢
や
幻
想
や
投
企
で
で
は
な
く
、
数
々

の
出
会
い
で
賑
わ
っ
て
い
る
。
出
会
い
と
は
お
そ
ら
く
生
成
発
表
や
結
婚
と
同

じ
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
孤
独
の
奥
底
か
ら
こ
そ
ど
の
よ
う
な
出
会
い
も
可
能
に

な
る
の
だ
」
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
．
、

 
「
実
は
、
．
ま
さ
に
人
生
が
何
か
個
人
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
書
く

こ
と
は
そ
れ
自
体
に
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
目
的
と
は
、
人
生
を
非
個
人
的
な
力
強
さ
の
状
態
へ
引
き
上

げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
生
は
、
い
か
な
る
領
土
も
、

自
己
の
内
に
残
留
す
る
い
か
な
る
目
的
を
も
破
棄
す
る
、
何
故
人
は
書
く
の
か
。

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
問
題
で
は
な
い
か
ら
だ
。
」

 
「
稲
妻
の
閃
光
が
走
り
、
そ
れ
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
名
を
記
入
す
る
…
…
世
紀

は
お
そ
ら
く
や
が
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
的
な
る
も
の
と
な
ろ
う
し
と
は
、
し
ば
し

ば
引
か
れ
る
フ
ー
コ
ー
の
讃
辞
だ
が
、
た
し
か
に
こ
の
二
十
世
紀
後
半
を
ひ
と

つ
の
光
芒
と
し
て
駆
け
抜
け
た
、
こ
の
果
敢
な
哲
学
者
の
発
言
は
し
ば
し
ば

我
々
を
触
発
し
、
呼
達
す
る
。
「
何
故
人
は
書
く
の
か
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が

問
題
で
は
な
い
か
ら
だ
」
と
い
う
。
〈
人
生
〉
と
は
、
常
に
こ
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
な
る
も
の
を
、
作
家
が
自
霊
的
に
書
く
と
い
う
、
そ
の
行
為
を
超
え
る
何
も

の
か
だ
と
い
う
こ
と
。
恐
ら
く
近
代
日
本
と
い
う
風
土
に
あ
っ
て
、
こ
の
課
題

を
深
く
自
覚
し
つ
つ
出
発
し
た
作
家
が
、
わ
が
漱
石
で
あ
ろ
う
。
彼
は
い
う
。

 
「
吾
人
の
心
中
に
は
底
な
き
三
角
形
あ
り
、
二
丈
並
行
せ
る
三
角
形
あ
る
を

奈
何
せ
ん
、
若
し
人
生
が
数
学
的
に
説
明
し
得
る
な
ら
ば
、
若
し
与
え
ら
れ
た

る
材
料
よ
り
X
な
る
人
生
が
発
見
せ
ら
る
る
な
ら
ば
、
若
し
詩
人
文
人
小
説
家

が
記
載
せ
る
人
生
の
外
に
人
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
こ
り
、
思
ひ
が
け
ざ
る
心
は

心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
で
来
る
」
。
言
う
ま
で
も
な

く
作
家
以
前
、
明
治
二
十
九
年
十
月
、
第
五
等
高
校
の
「
龍
南
会
雑
誌
」
に
発

表
さ
れ
た
一
文
だ
が
、
〈
人
生
〉
と
は
常
に
言
葉
を
超
え
、
表
現
を
超
え
る
過
剰

な
何
も
の
か
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
同
時
に
〈
小
説
〉
な
る
も
の
の
相
対
化
、
即

ち
「
書
く
こ
と
そ
れ
自
体
」
の
自
明
性
に
対
す
る
根
源
的
な
留
保
、
ま
た
問
い

が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

 
こ
の
作
家
以
前
の
提
言
通
り
、
漱
石
の
一
作
一
作
は
『
道
草
』
末
尾
に
い
う

「
片
づ
か
ぬ
」
人
生
へ
の
執
拗
な
問
い
か
け
で
あ
り
、
〈
片
づ
か
ぬ
〉
と
い
う
一

句
も
ま
た
〈
人
生
〉
の
そ
れ
の
み
な
ら
ぬ
、
作
家
自
体
と
し
て
の
こ
の
営
々
た
る

い
と
な
み
、
〈
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
〉
な
る
も
の
自
体
へ
の
消
え
ざ
る
反
問
で
も
あ

ろ
う
。
漱
石
は
こ
の
『
道
草
』
の
翌
五
年
、
そ
の
書
簡
の
中
で
次
の
よ
う
に
い
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、
つ
Q

 
「
1
う
ん
く
死
ぬ
迄
押
す
の
で
す
。
そ
れ
丈
で
す
。
決
し
て
相
手
を
持

ら
へ
て
そ
れ
を
押
し
ち
や
不
可
せ
ん
。
相
手
は
い
く
ら
で
も
後
か
ら
後
か
ら
と

出
て
来
ま
す
。
さ
う
し
て
吾
々
を
悩
ま
せ
ま
す
。
牛
は
超
然
と
し
て
押
し
て
行

く
の
で
す
。
何
を
押
す
の
か
と
聞
く
な
ら
申
し
ま
す
。
人
間
を
押
す
の
で
す
。

文
士
を
押
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
（
大
5
・
8
・
2
4
）
。
言
う
ま
で
も
な
く

芥
川
、
久
米
正
雄
両
人
宛
の
書
簡
の
一
節
だ
が
、
漱
石
の
言
葉
は
よ
り
つ
よ
く

芥
川
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
〈
人
間
を
押
す
〉
と
は
ま
た
、
〈
我
〉

自
体
を
問
い
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
内
な
る
促
が
し
の
、
そ
の
根
源
の
力

に
賭
け
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
芥
川
は
こ
れ
を
よ
く
受
け
と
め
え
た

か
。 

恐
ら
く
晩
期
芥
川
の
語
る
所
は
漱
石
の
警
告
に
も
拘
ら
ず
、
〈
人
間
〉
な
ら
ぬ

く
文
士
〉
の
才
を
押
し
続
け
た
自
身
へ
の
、
痛
切
な
悔
恨
の
想
い
で
は
な
か
っ
た

か
。
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て
み
て
も
い
い
が
、
晩
期
の
短
篇
『
年
末
の
一
日
』
．

（
大
1
5
・
1
）
は
、
こ
れ
を
最
も
直
載
に
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
作
中
の
〈
僕
〉

は
寂
し
い
崖
っ
ぶ
ち
を
歩
い
て
い
る
明
け
方
の
不
安
な
夢
か
ら
醒
め
、
落
ち
つ

か
ぬ
年
末
の
一
日
を
迎
え
る
。
訪
ね
て
来
た
顔
な
じ
み
の
新
聞
記
者
と
、
久
し

ぶ
り
に
漱
石
先
生
の
墓
参
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
雑
司
ヶ
谷
の
墓

地
ま
で
来
て
迷
っ
て
し
ま
う
。
や
っ
と
墓
地
掃
除
の
婦
人
に
教
え
ら
れ
て
墓
参

を
す
ま
す
。
や
が
て
日
暮
れ
方
、
家
の
近
く
の
八
幡
坂
に
さ
し
か
か
る
と
、
箱

車
を
引
い
た
男
が
ひ
と
り
休
ん
で
い
る
。
肉
屋
の
車
か
と
思
っ
て
近
付
い
て
み

る
と
「
東
京
胞
衣
会
社
」
と
あ
る
。
自
分
は
声
を
か
け
る
と
、
後
か
ら
ぐ
ん
ぐ

ん
車
を
押
し
て
い
っ
た
。
北
風
の
吹
き
下
ろ
す
坂
を
「
薄
暗
が
り
の
中
に
妙
な

興
奮
を
感
じ
な
が
ら
、
ま
る
で
僕
自
身
と
闘
ふ
や
う
に
一
心
に
箱
車
を
押
し
つ
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と
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。

 
す
で
に
語
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
墓
に
行
き
は
ぐ
れ
、
そ
の
帰

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
 
な

り
押
し
続
け
て
い
っ
た
車
は
〈
胞
衣
〉
を
積
ん
だ
箱
車
で
あ
っ
た
と
い
う
。
い
さ

さ
か
寓
意
に
過
ぎ
る
か
と
さ
え
み
え
る
が
、
主
人
公
の
押
し
続
け
た
も
の
が
く
人

間
〉
な
ら
ぬ
、
そ
の
い
の
ち
の
抜
け
が
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
作
者
の
半
生
を

ふ
り
か
え
る
痛
切
な
想
い
は
こ
こ
に
も
明
ら
か
に
に
じ
む
。
所
詮
自
分
の
や
っ

て
来
た
こ
と
は
く
人
間
〉
の
重
さ
な
ら
ぬ
、
〈
文
士
〉
の
才
を
押
し
続
け
た
む
な
し

い
営
み
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
、
癒
し
が
た
く
重
い
感
慨
で
あ
ろ
う
。

 
し
か
し
ま
た
こ
の
想
い
は
晩
期
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
折
に
ふ
れ
て
る

と
彼
の
胸
を
突
き
刺
す
そ
の
不
安
の
影
は
、
た
と
え
ば
次
の
一
篇
に
も
明
ら
か

に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
中
期
の
秀
作
と
み
ら
れ
る
『
舞
踏
会
（
大
9
・

1
）
』
一
篇
の
改
稿
は
、
そ
れ
を
ま
ぎ
れ
も
な
く
語
る
か
と
み
え
る
。

 
 
 
二

 
三
島
由
紀
夫
が
「
美
し
い
音
楽
的
な
短
篇
小
説
」
と
言
い
、
「
彼
の
真
の
ロ

コ
コ
的
才
能
が
幸
運
に
開
化
し
た
短
篇
」
と
も
評
し
た
『
舞
踏
会
』
が
、
ピ
エ
・

ル
・
ロ
テ
ィ
の
『
江
戸
の
舞
踏
会
』
を
下
敷
と
し
て
明
治
十
九
年
秋
の
鹿
鳴
館

の
舞
踏
会
を
舞
台
と
し
、
十
七
歳
の
少
女
明
子
の
相
手
に
フ
ラ
ン
ス
の
海
軍
将

校
を
配
し
、
三
島
の
言
葉
通
り
甘
美
な
ロ
コ
コ
的
世
界
を
展
開
し
て
み
せ
た
こ

と
は
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
そ
の
一
章
の
終
末
も
海
軍
将
校
の
語
る
「
私
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヴ
イ

花
火
の
事
を
考
え
て
み
た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
や
う
な
花
火
の
事
を
」
と

い
う
、
そ
れ
自
体
芥
川
の
肉
声
と
も
ま
が
う
言
葉
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
所
に
も
、

原
素
材
の
、
つ
ま
り
は
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
の
皮
肉
な
眼
を
排
し
た
作
者
の
意
向

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
作
の
主
想
は
こ
こ
で
終
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
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所
だ
が
、
し
か
し
問
題
は
第
二
章
に
、
と
い
う
よ
り
も
そ
の
改
稿
自
体
に
あ
る
。

 
第
二
章
で
は
大
正
七
年
秋
、
先
の
明
治
十
九
年
と
い
う
舞
台
か
ら
は
遠
く
時

を
隔
て
、
H
老
夫
人
と
な
っ
た
明
子
が
登
場
す
る
。
鎌
倉
へ
の
車
中
、
乗
り
合

わ
せ
た
青
年
作
家
に
彼
女
は
か
つ
て
の
鹿
鳴
館
の
舞
踏
会
の
想
い
出
を
語
る
。

青
年
が
そ
の
海
軍
将
校
の
名
を
御
存
知
か
と
問
え
ば
、
「
存
じ
て
居
り
ま
す
と

も
、
言
＝
窪
≦
磐
位
と
仰
言
る
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
彼
女
は
い
う
。
「
で
は

ピ
。
鉱
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
あ
の
『
お
菊
夫
人
』
を
書
い
た
ピ
エ
ル
・

ロ
テ
ィ
だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
と
、
「
青
年
は
愉
快
な
興
奮
を
感
じ
」
る
。

し
か
し
彼
女
は
「
不
思
議
さ
う
に
青
年
の
顔
を
見
な
が
ら
何
度
も
か
う
眩
く
ば

か
り
で
あ
っ
た
。
／
い
え
、
ロ
テ
ィ
と
仰
言
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
よ
。
♂
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
ヴ
ィ
オ
と
仰
言
る
方
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
」

 
こ
れ
が
そ
の
終
末
だ
が
、
初
出
稿
（
「
新
潮
」
大
9
・
1
）
で
は
、
「
存
じ
て

居
り
ま
す
と
も
。
宣
δ
コ
≦
p
巳
と
仰
言
る
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
う
先

の
言
葉
に
続
い
て
「
あ
な
た
も
御
承
知
で
ゐ
ら
っ
し
や
い
ま
せ
う
。
こ
れ
は
あ

の
『
お
菊
夫
人
』
を
お
書
き
に
な
っ
た
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ
と
仰
言
る
方
の
御
本

名
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」
と
、
夫
人
は
ひ
と
息
に
説
明
し
て
み
せ
る
。
こ
の
改

稿
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
こ
の
終
末
の
部
分
を
評
し
て
、
こ
れ
で
は
夫
人

の
「
口
を
借
り
た
迄
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
作
者
が
読
者
に
向
ひ
代
弁
し
て
み
る

の
が
見
え
透
い
て
、
折
角
の
思
ひ
付
も
半
ば
感
興
を
減
殺
す
る
」
（
水
守
亀
之

助
『
新
春
の
創
作
を
評
す
』
「
文
章
世
界
」
大
9
・
2
）
と
い
う
批
判
を
受
け

て
の
必
然
的
な
改
稿
で
あ
る
こ
と
は
頷
け
よ
う
。

 
こ
れ
を
ひ
ら
た
く
言
え
ば
、
こ
れ
で
は
い
つ
も
の
お
前
さ
ん
の
手
法
通
り
、

最
後
に
人
物
の
正
体
を
種
明
か
し
を
し
て
読
者
を
あ
っ
と
言
わ
せ
る
。
そ
の
オ

チ
の
付
け
方
を
ま
た
も
踏
襲
し
て
み
せ
た
に
過
ぎ
ま
い
と
い
う
、
き
び
し
い
批

判
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
な
ら
ば
こ
の
二
章
を
排
し
て
最
後
に
、
「
さ
て
、

こ
の
フ
ラ
ン
ス
将
校
と
は
あ
の
『
お
菊
夫
人
』
を
書
い
た
、
ピ
エ
ル
・
ロ
テ
ィ

そ
の
ひ
と
で
あ
っ
た
」
と
で
も
ひ
と
言
加
え
て
お
け
ば
、
作
者
の
意
図
は
生
き

る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
二
章
の
設
定
は
全
く
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、

し
か
し
「
年
余
の
後
に
芥
川
が
示
し
た
も
の
は
、
あ
え
て
二
章
を
残
し
た
ま
ま

の
改
稿
で
あ
り
、
し
か
も
中
味
は
逆
転
し
て
、
す
べ
て
を
説
明
し
た
夫
人
の
言

葉
は
一
変
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
は
知
ら
ぬ
と
言
い
張
る
。

 
こ
の
改
稿
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
は
多
く
の
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
有
名
な

詩
人
作
家
だ
と
知
っ
て
も
一
向
に
彼
女
の
感
興
を
よ
ば
な
い
の
は
、
彼
女
の
索

漠
と
し
て
平
凡
な
そ
れ
以
後
の
生
活
を
暗
示
」
し
て
い
る
と
い
う
、
古
く
は
吉

田
精
一
の
論
（
『
鑑
賞
と
批
評
』
昭
3
7
・
1
1
）
や
、
同
様
に
そ
れ
が
「
当
時
広

く
読
ま
れ
て
い
た
『
お
菊
さ
ん
』
の
作
者
ピ
エ
ー
ル
・
ロ
テ
ィ
の
本
名
で
あ
る

と
い
う
こ
と
さ
え
も
知
ら
ぬ
女
性
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
（
宮
坂

覚
『
舞
踏
会
』
試
論
1
そ
の
構
成
の
破
綻
を
め
ぐ
っ
て
L
昭
3
9
・
1
1
）
と
い

う
よ
う
な
否
定
的
評
価
に
対
し
て
は
、
ま
た
逆
に
知
的
な
興
奮
を
示
す
「
青
年

を
か
た
わ
ら
に
お
く
こ
と
で
、
明
子
と
士
官
の
共
有
し
た
鹿
鳴
館
の
一
夜
は
、

感
動
の
純
粋
性
を
よ
り
強
め
る
こ
と
」
に
な
り
、
青
年
の
興
奮
は
彼
女
の
「
無

償
の
感
動
」
の
前
に
、
む
な
し
く
拒
絶
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
い
わ
ば
く
知
恵
の

む
な
し
さ
V
」
と
い
っ
た
も
の
が
痛
切
に
語
り
あ
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
論
（
三

好
行
雄
『
「
舞
踏
会
」
に
つ
い
て
-
芥
川
龍
之
介
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
ー
』

立
教
大
学
「
日
本
文
学
」
昭
3
7
・
6
）
が
対
置
さ
れ
よ
う
。

 
こ
の
後
者
の
論
は
以
後
の
『
舞
踏
会
』
論
に
も
か
な
り
の
影
響
を
与
え
た
卓

抜
な
論
と
も
み
ら
れ
て
来
た
が
、
ま
た
こ
れ
を
批
判
し
た
次
の
よ
う
な
指
摘
も

み
ら
れ
る
。
論
者
（
梶
木
剛
『
秋
の
花
火
の
物
語
一
芥
川
龍
之
介
「
舞
踏
会
」
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考
』
洋
々
社
訓
「
芥
川
龍
之
介
」
第
二
号
、
平
4
・
4
）
は
い
う
。
問
題
は
第

二
章
を
付
け
加
え
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
「
重
大
な
一
事
」

は
、
一
章
の
展
開
が
実
は
三
十
二
年
後
の
「
H
老
夫
人
の
思
い
出
話
だ
と
い
う

こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
三
人
称
に
し
て
『
一
』
に
整
理
し
た
の
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
そ
の
思
い
出
話
を
聞
い
た
「
青
年
の
小
説
家
」
で
あ
り
、
「
多
大
の
興
味
」

を
持
っ
て
聞
い
た
彼
は
そ
れ
を
』
」
と
し
て
整
理
し
、
「
し
か
る
後
に
自
分

を
登
場
さ
せ
て
『
二
』
を
つ
け
加
え
た
」
も
の
だ
と
い
う
。

 
そ
こ
で
「
一
」
を
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
あ
な
た
は
「
ワ
ッ
ト
オ
の
画
の
中

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

の
御
姫
様
の
や
う
」
だ
と
言
わ
れ
て
も
、
明
子
は
ワ
ッ
ト
オ
を
知
ら
ず
、
「
海

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
 
 
 
も
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ
 
 
ゐ
 
 
へ

軍
将
校
の
言
葉
が
呼
び
起
こ
し
た
、
美
し
い
過
去
の
幻
」
も
「
一
瞬
の
後
に
は

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

名
残
り
な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、

私
も
「
巴
里
の
舞
踏
会
」
に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
明
子
の
無
邪
気
な
願
い
に

対
し
て
は
、
「
巴
里
の
舞
踏
会
も
全
く
こ
れ
と
同
じ
で
す
」
と
言
い
、
さ
ら
に

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

は
「
皮
肉
な
微
笑
の
波
」
を
「
瞳
の
底
」
に
浮
か
ば
せ
な
が
ら
、
「
巴
里
ば
か
り
」

で
は
な
い
、
「
舞
踏
会
は
何
処
で
も
同
じ
事
で
す
」
と
答
え
る
。
ま
た
舞
踏
室

の
外
の
露
台
に
出
て
は
、
そ
こ
に
は
「
下
の
庭
園
か
ら
上
っ
て
来
る
苔
の
匂
や

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

落
葉
の
匂
が
、
か
す
か
に
寂
し
い
秋
の
呼
吸
を
漂
は
せ
て
る
る
や
う
」
だ
と
言

い
、
舞
踏
会
の
喧
喋
に
ふ
れ
て
は
「
又
調
子
の
高
い
管
弦
楽
の
つ
む
じ
風
が
、

相
不
変
そ
の
人
間
の
海
の
上
へ
、
用
捨
も
な
く
鞭
を
加
へ
て
る
た
」
と
い
う
。

 
こ
の
「
傍
点
を
付
し
た
よ
う
な
箇
所
」
、
「
こ
の
シ
ニ
カ
ル
で
話
に
水
を
差
す

よ
う
な
調
子
の
語
句
が
、
H
老
夫
人
の
口
か
ら
出
た
は
ず
」
は
な
く
、
す
べ
て

は
「
話
に
整
理
を
与
え
た
青
年
小
説
家
の
、
想
像
で
あ
り
感
想
で
あ
る
」
と
い

う
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
オ
は
「
三
十
二
年
前
の
自
己
美
化
の
思
い
出
話
を
、
つ
ゆ

い
さ
さ
か
も
疑
っ
て
い
な
い
」
彼
女
の
、
そ
の
「
思
い
出
話
の
な
か
に
閉
じ
込

作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
 
1
芥
川
か
ら
小
川
国
夫
へ
一

め
ら
れ
L
、
そ
の
素
材
の
提
供
者
と
な
っ
た
「
ロ
テ
ィ
の
シ
ニ
カ
ル
な
眼
は
、

「
そ
の
話
を
整
理
し
て
シ
ニ
カ
ル
な
想
像
と
感
想
と
を
挿
入
し
た
青
年
小
説
家

に
重
ね
ら
れ
る
。
」
だ
と
す
れ
ば
こ
の
夫
人
の
語
る
「
自
己
美
化
の
思
い
出
話
は
、

改
め
て
「
青
年
小
説
家
の
シ
ニ
カ
ル
な
視
点
か
ら
読
み
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
。
か
く
見
る
時
「
舞
踏
会
が
華
麗
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
明
子
が
『
開

化
の
日
本
の
少
女
の
美
』
を
具
え
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
、
人
工
的
な

虚
飾
と
し
て
、
作
ら
れ
た
人
形
性
と
し
て
空
虚
さ
、
は
か
な
さ
を
晒
す
も
の
」

と
な
る
。

 
こ
う
し
て
海
軍
将
校
の
い
う
「
我
々
の
生
の
や
う
な
花
火
」
の
意
味
も
、

「
明
子
の
理
解
と
は
逆
に
」
、
「
花
火
の
終
わ
っ
た
後
の
闇
を
見
つ
め
る
言
葉
」

と
な
る
。
し
か
も
明
子
は
気
づ
い
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
「
秋
の
花
火
」
で
あ

り
、
つ
ま
り
は
こ
の
「
H
老
夫
人
の
自
己
美
化
の
物
語
は
、
じ
つ
は
秋
の
花
火

の
物
語
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
。
な
ら
ば
あ
の
二
章
の
改
稿
は
何
か
と
い
え

ば
、
初
出
通
り
で
あ
れ
ば
「
H
老
夫
人
は
ロ
テ
ィ
を
知
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、

知
っ
て
い
な
が
ら
、
『
一
』
の
自
己
美
化
の
物
語
を
語
っ
た
こ
と
」
に
な
り
、

「
そ
れ
で
は
青
年
小
説
家
の
シ
ニ
カ
ル
な
視
線
に
よ
る
照
ら
し
返
し
が
弱
」
く

な
り
、
「
種
明
か
し
的
落
ち
と
受
け
取
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
」
。
こ
う
し
て
改

稿
は
翌
年
三
月
『
夜
来
の
花
』
収
録
に
際
し
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
二
」

が
、
「
一
」
の
「
H
老
夫
人
の
自
己
美
化
の
思
い
出
話
を
シ
ニ
カ
ル
に
逆
転
さ

せ
て
秋
の
花
火
の
物
語
」
と
な
る
。
そ
う
し
て
「
作
者
芥
川
龍
之
介
が
重
な
る

の
は
青
年
小
説
家
で
あ
る
」
と
い
う
。

 
以
上
、
梶
木
氏
の
論
に
長
く
こ
だ
わ
っ
て
来
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
や
は
り

『
舞
踏
会
』
論
と
し
て
は
異
色
の
卓
抜
な
論
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
筆
者
の

見
る
所
は
す
べ
て
逆
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
構
成
を
一
章
の
す
べ
て
が
、
二
章
に
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登
場
す
る
青
年
作
家
が
整
理
し
た
記
述
と
み
る
論
拠
は
ど
こ
に
も
あ
る
ま
い
。

シ
ニ
カ
ル
な
眼
と
は
青
年
作
家
な
ら
ぬ
、
こ
の
作
品
の
す
べ
て
を
語
る
〈
語
り

手
〉
の
眼
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
は
作
者
芥
川
の
眼
が
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば

こ
の
青
年
小
説
家
自
体
が
、
こ
の
〈
語
り
手
〉
の
眼
の
下
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
。
シ
ニ
カ
ル
と
は
、
む
し
ろ
二
章
改
稿
に
か
か
わ
る
く
語
り
手
V
の

青
年
小
説
家
に
向
け
ら
れ
た
眼
で
あ
り
、
改
稿
を
促
が
し
た
そ
の
核
心
も
ま
た

そ
こ
に
あ
る
。
あ
え
て
こ
れ
を
言
う
の
も
、
こ
の
小
論
の
〈
作
家
は
誰
の
た
め

に
書
く
の
か
〉
と
い
う
主
題
に
か
か
わ
る
、
そ
の
最
も
あ
ざ
や
か
な
内
的
ド
ラ

マ
が
、
こ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
が
故
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
ド
ラ
マ
と
は
作
中
人

物
な
ら
ぬ
、
作
者
芥
川
自
体
の
問
題
で
あ
る
。

 
夫
人
の
〈
自
己
美
化
の
物
語
〉
を
シ
ニ
カ
ル
に
逆
転
し
て
み
せ
た
の
は
青
年
小

説
家
で
あ
り
、
「
作
者
芥
川
龍
之
介
が
重
な
る
の
は
青
年
小
説
家
で
あ
る
」
と
は
、

梶
木
氏
の
い
う
所
で
あ
る
。
た
し
か
に
青
年
小
説
家
は
芥
川
に
か
さ
な
る
。
し

か
も
そ
れ
は
改
稿
に
お
い
て
こ
そ
、
ぴ
た
り
と
動
か
し
が
た
い
形
で
芥
川
自
身

と
か
さ
な
る
。
し
か
し
そ
れ
は
作
中
に
あ
っ
て
、
夫
人
の
自
己
美
化
の
物
語
を

シ
ニ
カ
ル
に
打
ち
返
す
当
体
と
し
て
の
芥
川
で
は
な
い
。
逆
に
夫
人
に
よ
っ
て

問
い
返
さ
れ
、
作
家
自
体
に
よ
っ
て
打
ち
返
さ
れ
る
対
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ

る
。
改
稿
に
よ
っ
て
夫
人
は
、
そ
れ
が
高
名
な
ロ
テ
ィ
と
い
う
作
家
か
ど
う
か

は
知
ら
ぬ
と
つ
よ
く
否
定
す
る
。
言
わ
ば
青
年
小
説
家
に
か
さ
な
る
作
者
自
体

に
向
き
な
お
る
よ
う
に
し
て
打
ち
返
す
。
私
は
そ
の
よ
う
な
ひ
と
は
知
ら
ぬ
と
。

言
わ
ば
作
中
の
人
物
が
、
主
人
公
が
、
当
の
作
家
自
体
に
向
き
な
お
る
形
で
立

ち
あ
が
っ
て
来
る
。
そ
こ
で
は
作
中
人
物
の
正
体
を
あ
か
し
て
得
意
然
た
る
そ

の
技
法
の
あ
や
が
、
み
ご
と
に
問
い
返
さ
れ
、
打
ち
砕
か
れ
る
。

 
文
士
の
才
を
押
す
の
で
は
な
く
、
人
間
そ
の
も
の
を
、
言
わ
ば
作
家
と
し
て

の
自
分
自
身
を
ま
る
ご
と
に
押
し
続
け
る
の
だ
と
い
う
漱
石
の
教
え
は
、
こ
こ

に
生
き
返
る
。
勘
く
と
も
こ
の
改
稿
の
モ
チ
ー
フ
、
こ
れ
を
促
が
す
根
源
の
力

は
こ
こ
に
あ
る
。
『
行
人
』
中
絶
後
の
起
筆
・
に
あ
た
っ
て
、
「
人
の
事
に
あ
ら
ず

自
分
の
義
務
と
し
て
も
ま
、
、
つ
第
一
に
何
と
か
片
付
く
べ
き
を
」
（
中
村
古
峡
宛
、

大
2
・
7
・
1
8
）
云
々
と
語
っ
た
漱
石
の
述
懐
は
、
ま
た
こ
の
時
の
芥
川
の
そ

れ
と
必
ず
し
も
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
ド
ラ
マ
は
作
中
な
ら
ぬ
、
こ
れ
を
描
く

作
家
自
体
の
な
か
に
あ
る
。
こ
の
時
芥
川
の
眼
は
ほ
か
な
ら
ぬ
、
作
家
と
し
て

の
自
分
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
が
事
後
の

決
定
的
な
変
化
の
契
機
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
作
品
自
体
の
語
る
所

で
あ
り
、
そ
こ
に
作
家
本
来
の
資
質
の
深
さ
と
い
う
も
の
も
読
み
と
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

 
「
顧
る
と
自
分
の
生
活
は
何
時
で
も
影
の
う
す
い
生
活
の
や
う
な
気
が
す
る
。

自
己
の
烙
印
を
刻
す
る
も
の
が
何
も
な
い
や
う
な
気
が
す
る
。
自
分
の
オ
リ
ギ

ナ
リ
テ
ー
ト
の
弱
い
、
始
終
他
人
の
思
想
と
感
情
と
か
ら
っ
く
ら
れ
た
生
活
の

や
う
な
気
が
す
る
」
（
恒
藤
恭
宛
書
簡
、
大
2
・
7
・
1
7
）
と
は
若
年
時
の
、

作
家
以
前
の
芥
川
の
語
る
所
だ
が
、
こ
の
「
自
己
の
烙
印
を
刻
す
る
も
の
」
と

は
芥
川
の
終
生
を
苦
し
め
た
一
課
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
芥
川
晩
期
の
死
に
至

る
悲
劇
を
評
し
て
、
「
芥
川
の
場
合
、
書
け
な
く
な
っ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」

「
書
く
こ
と
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
根
元
が
蝕
れ
て
い
た

の
で
す
」
と
は
、
小
川
国
夫
が
そ
の
作
中
（
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』
）
に

語
る
所
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
芥
川
は
最
後
の
瞬
間
ま
で
、
文
学
者
と
は
何
者

か
を
解
明
し
よ
う
し
と
し
、
「
聖
書
の
中
に
自
分
を
含
め
た
文
学
者
の
運
命
を

見
て
取
ろ
う
」
と
し
た
。

 
自
分
も
ま
た
聖
書
を
愛
読
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
「
世
界
の
人
々
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と
つ
な
が
ろ
う
し
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
「
人
間
も
人
間
の
言
葉
も
、
ど
こ
へ

帰
属
す
べ
き
か
を
考
え
る
」
が
故
で
あ
り
、
こ
う
し
て
聖
書
は
自
分
が
文
学
を

考
え
、
ペ
ン
を
執
る
時
の
ひ
と
つ
の
元
型
で
も
あ
る
と
い
う
。
「
書
く
こ
と
に

う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
根
元
が
停
れ
て
い
る
」
と
は
痛
烈
な

批
判
と
も
み
え
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
小
川
氏
自
身
の
自
戒
の
問
題
で
も
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
芥
川
は
〈
誰
に
向
か
っ
て
書
い
て
い
た
の
か
〉
と
い
う
問
い
は
、
そ
の

ま
ま
自
身
の
問
題
と
し
て
は
ね
返
っ
て
来
る
。
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』
は
、

言
わ
ば
こ
の
作
者
の
〈
言
葉
探
し
〉
の
旅
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
〈
書
く
〉
と
い

う
行
為
へ
の
根
源
の
問
い
が
、
ま
た
そ
の
ま
ま
作
品
の
主
題
と
な
る
。

 
 
 
三

 
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』
の
主
人
公
、
作
家
の
岩
原
は
六
十
二
歳
で
あ

り
、
作
者
小
川
国
夫
が
雑
誌
（
「
群
像
」
平
2
・
9
～
平
3
・
8
。
平
7
・
1

単
行
本
と
し
て
刊
行
）
に
連
載
を
は
じ
め
た
の
も
ま
た
同
年
、
六
十
二
歳
の
時

で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
設
定
自
体
、
こ
れ
が
多
分
に
自
伝
的
要
素
を
含
ん
で
い

る
こ
と
を
示
す
か
と
も
み
え
る
が
、
こ
と
の
意
味
は
さ
ら
に
深
い
。
こ
こ
で
も

問
わ
れ
る
所
は
〈
作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
〉
と
い
う
課
題
で
あ
り
、
こ
の

作
品
自
体
が
そ
の
ひ
と
つ
の
切
迫
し
た
実
践
的
回
答
之
も
見
え
て
来
る
。

 
こ
の
主
人
公
〈
私
〉
は
心
臓
と
精
神
を
病
み
、
さ
ら
に
書
く
こ
と
へ
の
意
力
も

衰
う
え
て
不
安
な
状
態
に
あ
る
。
医
師
の
す
す
め
で
臥
褥
療
法
な
ど
も
試
み
る

が
、
こ
の
冒
頭
か
ら
登
場
す
る
木
下
と
い
う
医
師
と
の
魅
力
あ
る
対
話
は
、
そ

の
ま
ま
す
で
に
こ
の
作
品
の
主
題
を
予
示
す
る
か
に
み
え
る
。
先
に
引
い
た
芥

川
批
判
の
一
節
も
こ
の
対
話
の
一
部
分
だ
が
、
〈
私
〉
は
こ
の
療
法
を
受
け
た
体

験
に
ふ
れ
て
、
「
人
類
は
書
く
こ
と
と
読
む
こ
と
考
え
る
こ
と
に
充
分
毒
さ
れ

作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
一
芥
川
か
ら
小
川
国
夫
へ
一

た
は
ず
だ
。
こ
の
辺
で
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
や
め
た
ら
ど
う
か
し
「
私
は
そ
う
い

う
思
い
き
っ
た
否
定
も
夢
見
る
ん
で
す
」
と
い
う
。
「
そ
れ
に
し
て
も
無
為
と

沈
黙
は
窮
極
の
到
達
点
な
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
い
う
く
私
〉
に
対
し
て
、
「
永
遠

の
臥
褥
療
法
は
そ
ん
な
に
は
げ
し
い
誘
惑
で
す
か
」
と
医
師
は
聞
く
。
誘
惑
で

は
な
く
、
魅
力
だ
と
く
私
〉
は
答
え
る
。
誘
惑
と
魅
力
は
ど
う
違
う
の
か
と
聞
き

返
す
医
師
に
、
「
誘
惑
は
逃
げ
よ
う
と
し
て
も
引
き
ず
り
こ
み
ま
す
」
「
と
こ
ろ

が
魅
力
は
、
そ
う
な
ろ
う
と
意
志
さ
せ
る
価
値
で
す
」
と
答
え
る
。

 
な
る
ほ
ど
、
す
る
と
あ
な
た
は
「
無
為
と
沈
黙
を
意
志
す
る
ん
で
す
か
」
と

い
う
相
手
に
、
「
い
や
、
少
く
と
も
さ
し
当
っ
て
は
、
無
為
と
沈
黙
は
意
志
し

ま
せ
ん
」
「
誘
惑
に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
し
ま
す
。
た
と
え
空
し
い
後
味
に
ま

と
い
つ
か
れ
る
に
し
て
も
、
言
葉
、
言
葉
、
言
葉
の
世
界
に
没
頭
し
ま
す
」
と

い
う
。
「
な
る
ほ
ど
、
作
家
で
す
か
ら
な
」
と
う
な
ず
く
相
手
に
対
し
て
、
「
し

か
し
、
遠
く
に
無
を
信
仰
し
つ
つ
で
す
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
自
分
が
「
あ
こ

が
れ
て
い
る
の
は
無
為
と
沈
黙
だ
っ
た
が
、
私
を
誘
惑
し
て
い
る
の
は
、
言
葉
、

言
葉
、
言
葉
だ
っ
た
」
と
、
〈
私
〉
は
改
め
て
己
の
裡
に
深
く
反
塗
す
る
。
こ
う

し
て
〈
私
〉
は
六
十
年
前
の
子
供
の
自
分
を
見
か
け
て
以
来
、
ず
っ
と
記
憶
し
続

け
て
い
る
と
い
う
不
思
議
な
老
人
と
出
会
い
、
そ
の
死
を
体
験
し
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
、
〈
旅
〉
に
出
る
こ
と
と
な
る
。

 
こ
の
半
田
亡
八
と
い
う
老
人
は
、
い
っ
か
小
説
を
書
き
た
い
と
言
い
つ
つ
、

八
十
年
の
生
涯
を
終
る
。
そ
の
通
夜
の
席
で
遺
体
を
み
な
が
ら
、
「
こ
こ
に
素

材
が
埋
葬
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
。
」
「
そ
の
書
か
れ
ざ
る
小
説
は
今
も
あ
る
」
。

「
鉱
脈
は
依
然
と
し
て
あ
る
」
．
が
、
「
し
か
し
専
任
の
鉱
夫
は
い
な
く
な
っ
て

し
ま
」
つ
た
。
「
そ
の
老
人
の
鉱
脈
と
い
う
の
は
彼
自
身
の
こ
と
」
で
、
「
経
験

す
る
」
と
は
、
「
人
間
一
般
の
こ
と
に
、
彼
だ
け
の
印
鑑
を
捺
す
と
い
う
こ
と
」
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、

だ
。
そ
こ
で
そ
の
通
夜
の
席
で
自
分
の
中
に
確
か
め
た
い
こ
と
が
あ
る
の
に
気

づ
い
た
L
。
そ
れ
は
「
私
だ
け
の
印
鑑
」
で
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
、
思

い
切
っ
た
こ
と
を
敢
行
し
た
い
。
北
ア
フ
リ
カ
へ
行
き
た
い
の
だ
と
、
〈
私
〉
は

医
師
に
打
ち
明
け
る
。
さ
ら
に
妻
に
も
「
俺
は
今
、
言
葉
を
探
し
に
行
き
た
い

ん
だ
。
観
念
の
冒
険
に
深
入
り
し
た
い
ん
だ
よ
」
と
言
え
ば
、
何
も
か
も
見
す

か
し
た
よ
う
に
「
言
葉
の
修
行
な
ん
で
し
ょ
」
と
妻
は
い
う
。

 
こ
う
し
て
主
人
公
の
〈
旅
〉
へ
の
、
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
作
品
の
主
題
へ
の
す

べ
て
の
布
石
は
打
た
れ
た
か
と
み
え
る
。
こ
れ
を
評
し
て
、
こ
れ
は
「
決
し
て

旅
の
小
説
で
も
な
け
れ
ば
旅
か
ら
の
小
説
で
も
な
い
。
全
体
の
ほ
ぼ
四
分
の
一

を
占
め
る
出
発
ま
で
の
心
の
経
緯
こ
そ
が
作
品
の
軸
を
生
み
出
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
は
旅
へ
の
小
説
」
（
星
井
千
次
）
な
の
だ
と
い
う
評
者
の
指
摘
も

ま
た
頷
け
よ
う
。
同
時
に
ま
た
、
あ
え
て
加
え
れ
ば
〈
言
葉
へ
の
旅
の
小
説
〉
と

い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
こ
う
し
て
三
十
五
年
前
、
二
十
七
歳
の
自
分
が
果
た

せ
な
か
っ
た
モ
ロ
ッ
コ
再
訪
、
マ
グ
レ
ブ
へ
の
旅
が
始
ま
る
。
旧
知
の
八
十
を

超
え
た
老
夫
人
と
の
再
会
。
忘
れ
が
た
い
友
情
を
結
ん
だ
モ
ロ
ッ
コ
出
身
の
若

者
．
（
マ
ー
リ
ク
）
は
す
で
に
こ
の
世
に
な
く
、
今
は
病
床
に
あ
る
そ
の
妻
は
夫

の
死
後
長
い
間
墓
に
日
参
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
っ
か
死
者
の
声
を
聴
き
と
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
つ
つ
、
そ
の

旅
は
砂
漠
の
な
か
に
世
捨
て
人
の
ご
と
く
、
ま
さ
に
「
無
為
と
沈
黙
」
の
中
に

生
き
る
ひ
と
り
の
日
本
人
、
佐
竹
彰
と
の
出
会
い
に
到
っ
て
、
一
挙
に
主
題
の

核
心
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
。
二
人
の
や
り
と
り
は
く
言
葉
〉
と
く
表
現
〉
を
め
ぐ
っ
て

白
熱
化
し
て
ゆ
く
。

 
「
聖
書
記
者
は
読
者
を
想
定
し
て
い
る
。
彼
ら
ほ
ど
熱
っ
ぽ
く
読
者
を
求
め

て
い
る
者
は
他
に
い
な
い
」
「
聖
書
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
に
魅
力
を
追
い
求

め
て
」
い
る
。
「
そ
こ
に
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
と
し
て
の
窮
極
の
情
熱
」
が
あ
り
、

「
若
い
こ
ろ
、
私
は
こ
の
聖
書
が
内
包
す
る
情
熱
に
取
り
愚
か
れ
」
、
三
つ
子

の
魂
百
ま
で
と
い
う
が
、
い
ま
も
「
私
の
心
の
奥
に
依
然
そ
の
考
え
が
巣
喰
っ

て
い
る
の
を
感
じ
」
る
と
く
私
〉
は
い
う
。
「
し
か
し
、
文
学
の
原
型
は
聖
書
だ

け
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
、
佐
竹
の
眩
く
よ
う
な
問
い
か
け
に
促
さ
れ
る
よ
う

に
、
ま
た
〈
私
〉
は
い
う
。

 
「
聖
書
的
表
現
は
一
個
の
原
型
」
だ
が
、
「
そ
の
対
極
は
更
に
も
う
二
個
の

原
型
が
見
え
て
く
る
。
」
「
聖
書
的
表
現
が
想
定
し
て
い
る
読
者
を
生
者
と
す
る

な
ら
」
、
「
第
二
の
表
現
が
想
定
し
て
い
る
読
者
は
死
者
」
だ
と
い
う
。
と
こ
ろ

で
死
者
に
読
ん
で
も
ら
う
た
め
に
は
説
明
も
、
描
写
も
、
修
辞
も
、
そ
れ
ら
「
よ

そ
ゆ
き
の
表
現
」
は
一
切
無
用
で
あ
り
、
た
だ
親
密
な
「
仲
間
意
識
が
、
そ
れ

と
な
く
表
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
充
分
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

ま
た
、
さ
ら
に
「
第
三
の
表
現
」
が
想
定
し
て
い
る
読
者
は
「
自
分
」
で
あ
り
、

「
自
分
に
向
け
て
書
く
」
の
だ
か
ら
、
「
掛
け
値
な
し
に
、
説
明
も
描
写
も
修

辞
も
不
要
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ば
「
自
家
受
精
」
で
あ
り
、
「
産
み
出
す

行
為
」
で
あ
り
、
「
筆
者
兼
読
者
は
そ
の
手
応
え
に
向
か
っ
て
進
む
」
の
だ
と

い
う
。

 
こ
れ
に
対
し
て
佐
竹
は
も
ど
か
し
げ
に
言
う
。
あ
な
た
の
い
う
三
つ
の
場
合

は
わ
か
る
が
、
さ
ら
に
「
第
四
の
表
現
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
「
意

志
だ
け
が
あ
っ
て
、
存
在
は
し
な
い
」
。
つ
ま
り
「
何
も
表
明
し
な
い
と
い
う

立
場
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
も
は
や
「
読
者
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
だ
と
い
う
。

何
故
か
と
い
え
ば
「
自
分
に
絶
望
し
た
か
ら
」
で
、
し
か
し
、
「
こ
の
意
味
の

絶
望
を
肯
定
す
る
に
は
勇
気
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
。
こ
の
佐
竹
の

さ
り
げ
な
い
口
調
の
な
か
に
、
「
彼
の
心
中
の
大
事
を
一
気
に
察
知
し
た
」
と

（70）



〈
私
〉
は
感
じ
る
。
佐
竹
は
さ
ら
に
続
け
て
「
読
者
の
坐
る
べ
き
場
所
が
空
位
」

だ
と
い
う
こ
と
は
、
「
私
の
中
で
は
神
の
座
も
空
位
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
。

し
か
し
「
神
に
は
沈
黙
で
も
っ
て
訴
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
く
私
〉
は
問
い
か
け
る
が
、
佐
竹
は
た
だ
「
笑
っ
て
、
微
か
に
首
を
横
に
振
」

る
だ
け
で
あ
る
。
〈
私
〉
は
胸
を
衝
か
れ
て
、
一
気
に
「
多
く
の
こ
と
が
解
っ
た
」

と
諒
解
す
る
。

 
 
 
四

 
こ
う
し
て
翌
日
、
二
人
の
間
に
最
後
の
決
定
的
な
対
話
が
交
わ
さ
れ
、
主
題

の
核
心
部
が
一
挙
に
せ
り
あ
が
っ
て
来
る
。
あ
な
た
は
な
ぜ
旅
に
出
た
の
か
と

佐
竹
が
聞
く
。
〈
私
〉
は
「
疲
れ
た
か
ら
」
で
、
「
疲
れ
き
っ
て
、
自
分
の
中
で

言
葉
が
枯
死
し
て
行
く
の
を
感
じ
た
か
ら
」
だ
と
い
う
。
そ
う
感
じ
て
わ
か
っ

た
こ
と
は
、
自
分
が
現
実
を
憎
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
〈
現
実
〉
と
は
「
実
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
り
、
〈
現
実
V
は
「
他
所
者
に
対
す
る
有
無
を
言
わ
せ
ぬ

規
制
」
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
「
〈
現
実
〉
の
外
へ
あ
こ
が
れ
出

た
ん
で
す
」
と
い
う
。
そ
う
し
て
「
本
当
の
認
識
を
掴
も
う
と
い
う
ん
で
す
ね
」

と
い
う
佐
竹
に
対
し
て
、
「
言
葉
で
す
」
と
く
私
〉
は
即
座
に
言
い
切
る
。
何
故

モ
ロ
ッ
コ
か
と
い
え
ば
、
自
分
の
「
若
い
時
の
パ
リ
体
験
は
切
れ
目
も
な
く
マ

グ
レ
ブ
に
つ
な
が
っ
て
」
お
り
、
こ
れ
は
「
佐
竹
さ
ん
の
場
合
と
似
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
い
う
。

 
そ
の
通
り
自
分
も
モ
ロ
ッ
コ
に
は
縁
が
あ
り
、
「
モ
ロ
ッ
コ
は
春
機
の
地
で

す
」
と
佐
竹
は
い
う
。
し
か
し
こ
こ
に
住
み
つ
い
た
の
は
も
と
も
と
の
予
定
で

は
な
か
っ
た
。
僕
は
ヴ
ァ
ン
セ
ン
の
精
神
病
院
を
逃
げ
出
し
、
転
々
と
友
人
を

訪
れ
て
い
っ
た
。
「
親
し
い
人
た
ち
、
な
つ
か
し
い
土
地
に
挨
拶
し
て
、
そ
れ

作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
 
一
芥
川
か
ら
小
川
国
夫
へ
一

か
ら
自
殺
し
よ
う
と
決
意
し
た
か
ら
し
だ
。
し
か
し
「
親
友
た
ち
が
優
し
く
人

間
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
僕
は
絶
望
し
た
。
」
「
彼
ら
と
僕
と
の
間
に
は
決
定

的
な
渕
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
僕
か
ら
自
然
の
力
が
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
か

ら
」
・
で
、
こ
の
〈
自
然
の
力
〉
と
は
命
と
言
い
換
え
て
も
い
い
」
。
聖
書
が
「
〈
人

が
た
と
え
全
世
界
を
獲
得
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
命
を
失
っ
て
し
ま
え
ば
、
も

う
何
の
意
味
も
な
い
〉
と
い
う
」
、
そ
の
〈
命
〉
で
あ
り
、
僕
も
ま
た
「
失
わ
れ
た

〈
命
〉
を
求
め
て
〈
現
実
〉
と
訣
別
し
、
そ
の
外
へ
あ
こ
が
れ
出
た
」
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
が
』
見
、
自
殺
に
向
う
た
め
の
通
過
儀
礼
と
し
て
の
巡
礼
の
て
い
と
な
っ

た
し
の
だ
が
、
そ
れ
も
思
え
ば
、
実
は
「
〈
命
〉
へ
の
く
叶
わ
ぬ
〉
あ
こ
が
れ
で
あ
っ

た
」
と
い
う
。

 
こ
の
「
強
い
あ
こ
が
れ
」
は
た
し
か
に
あ
な
た
と
一
致
し
て
い
る
が
、
決
定

的
な
違
い
は
、
僕
の
あ
こ
が
れ
は
「
〈
命
〉
に
関
わ
る
と
同
時
に
自
殺
に
も
関
わ
っ

て
」
い
る
の
だ
が
、
あ
な
た
の
あ
こ
が
れ
は
「
命
と
等
価
物
で
あ
る
言
葉
に
関

わ
っ
て
い
る
」
が
、
「
自
殺
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
」
と
佐

竹
は
い
う
。
な
ら
ば
「
あ
な
た
は
今
な
ぜ
生
き
て
い
る
の
で
す
か
」
と
い
う
く
私
V

に
答
え
て
、
「
実
は
、
僕
が
あ
な
た
に
話
し
た
か
っ
た
の
は
そ
の
点
」
で
、
「
僕

は
い
わ
ば
泣
き
寝
入
り
し
た
の
で
す
。
無
為
と
沈
黙
の
中
に
入
る
こ
と
に
し
た

の
で
す
」
と
佐
竹
は
い
う
。
「
ど
う
し
た
ら
、
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
」

と
い
う
く
私
〉
に
、
「
そ
れ
は
自
力
で
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
星
が
そ

う
し
て
く
れ
た
ん
で
す
」
と
い
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
ド
 
シ
ゴ
 
ニ
ュ

 
「
僕
が
眺
め
た
の
は
鶴
の
巣
の
高
台
」
か
ら
で
、
「
僕
は
惹
き
こ
ま
れ
て
、

空
が
渦
巻
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
」
「
自
分
が
変
る
の
を
感
じ
」
た
。
「
そ
れ
が

僕
の
中
に
地
殻
変
動
を
起
こ
し
た
の
で
す
」
。
そ
の
時
思
っ
た
の
は
、
「
自
分
に

は
〈
自
然
の
力
〉
が
な
い
に
し
て
も
、
自
然
と
呼
応
す
る
感
性
は
あ
る
と
い
う
こ

（71）
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と
し
で
、
「
こ
れ
は
プ
ラ
イ
ド
と
な
り
ま
し
た
。
鶴
の
巣
は
僕
に
と
っ
て
記

念
す
べ
き
土
地
に
な
っ
た
。
」
「
あ
な
た
は
笑
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
僕
は
あ

そ
こ
に
い
ま
す
と
、
赤
ん
坊
が
母
親
の
胸
か
ら
乳
を
吸
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態

に
な
る
の
で
す
」
と
い
う
。
「
佐
竹
彰
の
話
は
私
の
心
を
捉
え
、
ゆ
さ
ぶ
っ
た
。

〈
平
な
ら
理
解
し
ま
す
よ
〉
と
い
う
彼
の
声
は
、
と
て
も
重
か
っ
た
の
だ
。
も
と

も
と
佐
竹
彰
は
私
に
と
っ
て
稀
な
人
間
だ
っ
た
が
、
そ
の
想
い
が
こ
の
会
話
で

決
定
的
に
な
っ
た
こ
と
を
私
は
感
じ
た
」
と
い
う
。

 
ま
さ
に
こ
の
作
品
の
中
心
部
を
な
す
所
だ
が
、
こ
の
佐
竹
と
は
誰
か
。
こ
の

自
伝
的
要
素
の
多
い
作
品
の
な
か
で
多
く
の
モ
デ
ル
は
あ
る
が
、
佐
竹
は
そ
う

で
は
な
く
、
こ
れ
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
作
者
は
い
う
。
こ
れ
は
直
接
筆
者
が

小
川
氏
に
尋
ね
た
所
だ
が
、
あ
れ
だ
け
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
だ
か
ら
少
し

書
き
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
と
小
川
氏
は
い
う
。
こ
れ
は
創
作
と
い
う
も
の
の

…
機
微
を
語
っ
て
興
味
深
い
所
だ
が
、
そ
の
人
物
が
仮
面
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
者
の
想
念
は
少
し
恣
意
的
に
走
り
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
し
こ
れ
は

ま
た
逆
に
対
者
の
、
モ
デ
ル
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己

内
面
の
二
極
の
葛
藤
を
問
い
つ
く
す
こ
と
に
も
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
。
作
者

の
問
い
は
行
く
所
ま
で
行
き
切
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
。
す
で
に
そ
の
先
ぶ
れ

は
あ
っ
た
。

 
「
少
く
と
も
さ
し
当
た
っ
て
は
、
無
為
と
沈
黙
は
意
志
し
ま
せ
ん
」
と
言
い
、

「
し
か
し
、
遠
く
に
無
を
信
仰
し
つ
つ
で
す
」
と
く
私
〉
は
い
う
。
ま
た
「
私
が

あ
こ
が
れ
て
い
る
の
は
無
為
と
沈
黙
だ
が
、
私
を
誘
惑
し
て
い
る
の
は
言
葉
、

言
葉
、
言
葉
」
で
あ
り
、
「
そ
の
こ
と
を
私
は
反
硬
し
確
か
め
た
」
と
い
う
。

言
わ
ば
こ
の
〈
旅
〉
は
こ
の
課
題
の
反
劉
と
確
認
の
旅
だ
・
が
、
こ
の
赴
く
マ
グ
レ

ブ
、
誘
惑
と
し
て
V
と
は
二
重
の
意
味
を
持
つ
。
誘
惑
と
し
て
の
マ
グ
レ
ブ
と

い
う
。
そ
の
マ
グ
レ
ブ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
。
と
も
に
〈
命
〉
を
失
っ
て
い

る
と
自
覚
し
な
が
ら
、
「
私
の
な
か
で
な
ぜ
自
殺
の
魅
惑
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
な
い
」
か
が
分
ら
ぬ
と
い
う
く
私
〉
に
対
し
て
、
「
そ
の
点
、
あ
な
た
は
厳

密
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
佐
竹
は
い
う
。
言
わ
ば
そ
の
問
い
を
果
て
ま
で
問
い

つ
め
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。
し
か
も
そ
の
自
分
を
生
か
し
て
い
る
の
は
、
母

の
ご
と
く
自
分
を
包
む
、
こ
の
マ
グ
レ
ブ
の
〈
自
然
〉
だ
と
い
う
。

 
佐
竹
は
〈
私
〉
に
向
か
っ
て
そ
の
旅
の
動
機
を
語
れ
と
言
い
、
そ
れ
が
ど
ん
な

に
大
袈
裟
に
聞
こ
え
よ
う
と
、
「
僕
な
ら
理
解
し
ま
す
よ
」
と
い
う
。
い
ま
そ

の
「
彼
の
声
」
が
「
と
て
も
重
か
っ
た
」
と
い
う
時
、
佐
竹
は
対
者
な
ら
ぬ
、

〈
私
〉
を
包
む
ひ
と
つ
の
く
自
然
〉
の
ご
と
き
存
在
と
し
て
あ
る
。
彼
を
得
が
た
い

稀
な
る
存
在
だ
と
い
う
時
、
そ
れ
は
ま
た
作
者
自
身
の
裡
な
る
く
佐
竹
〉
、
そ
の

汎
神
的
心
性
の
所
在
を
ひ
そ
か
に
あ
か
す
か
と
も
み
え
る
。

 
こ
う
し
て
自
分
を
誘
惑
し
て
い
る
の
は
く
言
葉
、
・
言
葉
、
言
葉
〉
だ
と
言
い
つ

つ
、
そ
の
旅
の
終
わ
り
に
「
無
為
と
沈
黙
」
の
「
窮
極
の
到
達
点
」
と
し
て
の

佐
竹
と
い
う
人
物
を
置
き
、
そ
の
〈
言
葉
〉
な
ら
ぬ
く
無
為
と
沈
黙
〉
の
姿
に
烈
し

く
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
旅
は
終
ろ
う
と
す
る
か
に
み
え
る
が
、
作
者
は
さ

ら
に
こ
れ
を
書
き
つ
い
で
ゆ
く
。
〈
私
〉
は
こ
の
後
佐
竹
と
の
水
浴
の
あ
と
、
心

臓
の
発
作
を
起
こ
し
八
日
間
の
間
、
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
い
つ
つ
、
や
が
て
現

実
に
還
る
。
退
院
後
、
彼
は
佐
竹
に
付
き
添
わ
れ
て
さ
ら
に
ラ
バ
レ
の
病
院
に

向
か
う
。
人
々
の
ひ
し
め
く
雑
踏
の
な
か
で
聞
こ
え
て
来
る
の
は
ス
ピ
ー
カ
ー

か
ら
の
正
午
の
祈
り
の
声
で
あ
り
、
「
こ
の
声
が
彼
ら
の
言
葉
、
言
葉
、
言
葉

の
素
で
あ
る
こ
と
」
が
知
ら
れ
る
。
車
は
さ
ら
に
群
衆
の
な
か
に
入
っ
て
ゆ
く

が
、
物
売
り
や
大
道
芸
人
の
声
が
、
そ
の
「
肉
声
が
人
々
を
呼
び
寄
せ
、
磁
場

を
作
る
」
。
そ
こ
で
は
ど
ん
な
言
葉
も
「
本
来
の
生
き
方
」
を
示
し
、
「
み
み
つ

（72）



ち
い
言
葉
さ
え
も
、
小
悪
魔
の
よ
う
に
跳
梁
し
て
い
る
し
と
い
う
。
こ
れ
が
こ

の
作
品
の
最
後
の
言
葉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
私
〉
は
、
こ
の
狼
雑
な
言
葉
の
と

び
か
う
現
実
に
還
る
。

 
砂
漠
の
隠
者
佐
竹
を
対
極
に
お
い
て
、
こ
こ
に
は
現
実
を
引
き
裂
く
生
々
し

い
ま
で
の
言
葉
が
氾
濫
す
る
。
し
か
し
「
人
声
の
半
ば
以
上
は
言
葉
」
だ
が
、

「
人
声
は
ま
だ
動
物
の
哺
声
と
半
分
の
状
態
」
で
、
「
素
地
と
し
て
の
混
沌
か

ら
お
ぼ
ろ
げ
な
像
が
見
え
始
め
て
い
る
程
度
」
だ
。
「
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
大
自

然
で
す
。
海
や
山
や
砂
漠
の
よ
う
に
、
時
に
は
天
体
の
よ
う
に
存
在
す
る
の
で

す
」
と
は
、
佐
竹
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
〈
私
〉
は
そ
の
混
沌
と
し
て
の
、

〈
自
然
〉
そ
の
も
の
と
し
て
の
く
言
葉
〉
の
生
命
に
、
い
ま
一
度
還
っ
て
ゆ
こ
う
と

す
る
。
こ
れ
が
ま
さ
し
く
＜
言
葉
〉
へ
の
、
〈
言
葉
探
し
〉
の
旅
で
あ
っ
た
こ
と
は

再
言
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

 
さ
て
先
に
ふ
れ
た
通
り
、
こ
の
主
人
公
岩
原
は
作
者
と
同
じ
六
十
二
歳
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
設
定
の
意
味
は
深
い
。
言
わ
ば
こ
の
旅
は
六
十
二
歳
と
い

う
、
老
年
の
と
ば
口
に
さ
し
か
か
っ
た
作
家
が
試
み
た
〈
言
葉
探
し
〉
の
旅
で
あ

り
、
し
か
も
作
者
は
六
十
二
歳
と
い
う
当
年
な
ら
ぬ
、
そ
の
素
材
は
昭
和
五
十

三
年
、
作
者
五
十
一
歳
の
年
、
十
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
の
ア
フ
リ
カ
取
材

旅
行
の
旅
を
改
め
て
生
か
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
小
論
の
主
題
に
即
し

て
い
え
ば
、
作
者
の
試
み
は
自
身
の
〈
言
葉
〉
の
鉱
脈
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る

作
業
で
あ
り
、
〈
言
葉
探
し
V
の
旅
と
い
う
作
品
表
層
上
の
プ
ロ
ッ
ト
の
底
に
は
、

そ
の
深
層
と
し
て
、
手
さ
ぐ
り
に
も
似
て
自
身
の
抗
道
を
掘
り
進
ん
で
ゆ
こ
う

と
す
る
、
い
ま
ひ
と
つ
の
作
家
の
影
が
透
か
し
見
ら
れ
よ
う
。

 
こ
の
時
、
先
に
も
ふ
れ
た
あ
の
半
田
弥
八
と
い
う
老
人
を
評
し
て
、
「
そ
の

老
人
の
鉱
脈
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
の
こ
と
」
で
、
「
経
験
す
る
と
い
う
の
は

作
家
は
誰
の
た
め
に
書
く
の
か
 
一
芥
川
か
ら
小
川
国
夫
へ
一

同
化
す
る
こ
と
し
、
「
人
間
一
般
の
こ
と
に
、
彼
だ
け
の
印
鑑
を
捺
す
と
い
う
こ

と
」
だ
と
い
う
く
私
〉
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
自
身
の
こ
と
と
し
て
は
ね
返
っ
て

来
る
。
言
わ
ば
こ
の
『
マ
グ
レ
ブ
、
誘
惑
と
し
て
』
と
い
う
作
品
は
、
か
つ
て

の
旅
の
記
憶
を
ひ
と
つ
の
く
経
験
〉
と
し
て
、
〈
私
だ
け
の
印
鑑
〉
と
し
て
、
再
発

見
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
〈
旅
〉
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
も
、

い
っ
か
小
説
を
書
い
て
み
た
い
と
い
う
こ
の
老
入
に
対
し
て
、
「
半
田
さ
ん
、

喚
び
出
し
な
が
ら
書
く
ん
で
す
」
「
遠
く
に
あ
る
も
の
を
喚
ん
で
手
の
届
く
と

こ
ろ
ま
で
近
づ
け
る
ん
で
す
。
眼
と
鼻
の
先
に
来
ま
す
よ
」
と
い
う
く
私
V
の
言

葉
は
、
さ
ら
に
ま
た
映
画
〈
ゴ
ッ
ド
・
フ
ァ
ー
ザ
i
＞
に
ふ
れ
て
、
あ
れ
は
「
望

遠
レ
「
ン
ズ
で
撮
し
た
」
も
の
で
（
「
そ
う
す
る
と
、
画
面
に
奥
行
き
が
出
る
ら

し
い
」
「
老
人
の
視
界
に
は
奥
行
き
が
あ
る
ん
で
す
」
と
い
う
言
葉
が
、
何
を

語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
作
者
は
ま
さ
し
く
い
ま
〈
老
人
の
視
界
〉
の
く
奥
行
き
〉
を
バ
ネ
と
し
て
、
か
つ

て
の
く
旅
〉
の
体
験
を
よ
り
深
く
捉
え
返
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
五
十
一
歳
の

〈
旅
〉
の
回
想
、
再
現
な
ら
ぬ
、
六
十
二
歳
と
い
う
、
主
人
公
と
作
家
自
身
の
実

年
齢
を
か
さ
ね
合
わ
せ
た
意
味
も
ま
た
、
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
〈
旅
〉
を
評
し
て

「
言
葉
の
修
業
な
ん
で
し
ょ
」
と
く
私
〉
の
妻
は
い
う
。
こ
れ
は
い
ま
旅
な
ら
ぬ
、

こ
の
作
品
自
体
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
作
者
胸
中
に
深
く
生
き
る
。
こ
の

小
論
の
主
題
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
作
品
が
常
に
究
極
に
お
い
て
、
自
己

内
面
へ
の
く
旅
〉
で
あ
る
こ
と
を
深
く
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
作
家
は
誰

の
た
め
に
書
く
の
か
と
聞
か
れ
て
、
「
自
分
自
身
の
た
め
」
と
言
い
、
い
ま
ひ

と
り
は
、
「
も
の
そ
れ
自
体
の
た
め
に
書
く
」
の
だ
と
い
う
。
こ
の
冒
頭
に
掲

げ
た
言
葉
は
、
い
ま
こ
の
小
川
国
夫
の
作
中
に
あ
っ
て
は
二
つ
な
ら
ぬ
、
言
わ

ば
二
者
一
元
の
問
題
と
し
て
据
え
ら
れ
る
。
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さ
て
、
す
で
に
前
半
ふ
れ
た
芥
川
の
問
題
の
意
味
す
る
所
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
も
は
や
そ
の
仔
細
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
晩
期
の
遣
稿
『
歯
車
』
や

『
西
方
の
人
』
の
語
る
所
は
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
「
自
己
の
烙
印
を
刻
す
る

も
の
」
の
何
た
る
か
を
求
め
つ
つ
、
つ
い
に
至
り
え
な
か
っ
た
痛
恨
の
想
い
を

ひ
そ
か
に
に
じ
ま
せ
る
も
の
か
と
も
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
〈
誰
の
た
め
に
〉

と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
島
尾
敏
雄
の
『
死
の
棘
』
や
、
大
岡
昇
平
の
『
レ

イ
テ
戦
記
』
な
ど
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
用
意
も
あ
っ
た
が
、
も
は
や
紙

数
も
尽
き
た
。
こ
れ
は
ま
た
新
た
に
稿
を
つ
い
で
書
い
て
み
た
い
と
念
っ
て
い

る
。

（74）


