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芸
の
な
い
書
き
出
し

　

だ
い
た
い
わ
た
し
は
相
当
の
気
取
り
屋
な
の
で
、
文
章
の
書
き
出

し
に
凝
ろ
う
と
す
る
。
何
か
読
者
を
惹
き
つ
け
る
よ
う
な
も
の
は
書

け
な
い
か
と
ウ
ン
ウ
ン
考
え
て
み
る
。
で
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
自
己

嫌
悪
に
陥
っ
て
、
ご
く
平
凡
な
書
き
出
し
に
落
ち
着
く
。

　

し
か
し
今
回
は
、
は
じ
め
か
ら
芸
の
な
い
一
文
を
書
い
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
拙
文
を
ど
う
い
う
テ
ー
マ
に
す
る
か
、
編
集
の
前
田
年
昭

さ
ん
と
何
回
か
メ
ー
ル
を
交
換
し
た
経
緯
を
最
初
に
書
い
て
お
き
た

い
の
で
、
ど
う
し
た
っ
て
、
わ
た
し
好
み
の
ス
ノ
ッ
ブ
な
書
き
出
し

は
選
択
で
き
な
い
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
何
で
も
他
人
の
せ
い
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
い
つ
も
と
変
わ

ら
な
い
。

　

い
ろ
い
ろ
な
や
り
取
り
は
適
当
に
省
略
し
て
結
論
だ
け
を
書
け

ば
、
前
田
さ
ん
か
ら
は
「
左
翼
の
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
を
書
い
て
み
な

い
か
、
と
誘
わ
れ
た
。
し
か
も
「
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
と
は
、
左
翼
エ

リ
ー
ト
主
義
を
指
し
て
い
る
ら
し
い
。

　

あ
あ
、
こ
れ
は
罠
だ
、
罠
に
ち
が
い
な
い
、
誰
か
が
わ
た
し
を
陥

れ
よ
う
と
し
て
い
る
ぞ
（
理
由
は
わ
か
ん
な
い
け
れ
ど
）
！

　

と
一
瞬
思
い
、
自
分
の
「
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
を
書
け
と
言
わ
れ
れ

ば
、
小
学
校
の
各
種
反
省
会
以
来
の
得
意
技
だ
か
ら
目
を
つ
む
っ
た

ま
ま
だ
っ
て
書
け
る
け
れ
ど
、
他
人
様
の
「
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
な
ん

か
書
け
る
わ
け
が
な
い
、
と
も
考
え
る
。
前
田
さ
ん
か
ら
は
、
左
翼

に
反
対
す
る
側
か
ら
の
左
翼
エ
リ
ー
ト
主
義
批
判
は
数
多
く
あ
る
け

れ
ど
も
、『
悍
』
の
よ
う
な
反
権
力
運
動
の
側
か
ら
こ
の
問
題
を
切

開
し
た
特
集
は
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。

　

は
て
さ
て
？

　

と
こ
こ
で
思
う
。
わ
た
し
は
と
こ
と
ん
非
政
治
的
な
人
間
で
あ
る

が
、
そ
の
わ
た
し
の
素
人
感
覚
で
は
、
左
翼
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
自
己

批
判
が
好
き
、
自
分
の
「
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
を
エ
グ
る
の
が
大
好
き
、

と
い
う
理
解
な
の
で
あ
る
。
自
虐
こ
そ
彼
ら
の
最
大
の
特
徴
で
は
な

い
の
か
。

嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ 

高
田
里
惠
子

自
虐
と
倫
理

03_HAN_04_F3_TAKADA.indd   2 10.4.26   2:40:13 AM



37 　嗚呼いやなことだ （高田里惠子）

　

honmon_hashira_fnl_100418.indd   300-301 10.4.18   1:37:44 AM

　

も
っ
と
も
、
わ
た
し
が
こ
ん
な
考
え
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、

実
在
の
（
元
・
）
左
翼
エ
リ
ー
ト
た
ち
を
観
察
し
た
結
果
で
は
な

い
。
残
念
な
が
ら
、
わ
た
し
の
周
り
に
そ
ん
な
人
物
は
い
な
い
の
だ

か
ら
。
高
見
順
（
一
九
〇
七̶

六
五
）
の
、
い
わ
ゆ
る
転
向
小
説
を
読

ん
で
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
高
見
は
、
文
学
史
で
は
一
九
三
〇
年

代
の
転
向
小
説
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』

（
一
九
三
五
）
と
『
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
』（
一
九
三
六
）
に
お
い
て
、

旧
制
一
高
と
東
京
帝
国
大
学
の
左
翼
エ
リ
ー
ト
仲
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の

挫
折
と
心
の
恥
部
を
描
き
だ
し
た
。
自
分
と
仲
間
の
「
ダ
メ
な
と
こ

ろ
」
を
、
こ
れ
で
も
か
、
こ
れ
で
も
か
と
晒
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
高
見
順
を
中
心
と
し
た
昭
和
初
年
の
転
向

作
家
の
動
き
を
扱
う
こ
と
で
、「
左
翼
の
ダ
メ
な
と
こ
ろ
」
と
い
う
、

こ
の
自
虐
特
集
に
何
と
か
そ
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
願
っ
て
い
る
う
ち
に
、
も
う
す
で
に
芸
な
く
ズ
ル
ズ
ル
書
き
は

じ
め
て
し
ま
っ
て
い
る
次
第
な
の
で
あ
る
。

自
罰
と
自
虐

　

左
翼
運
動
に
挫
折
し
、
逮
捕
歴
な
ど
の
せ
い
で
就
職
も
ま
ま
な
ら

ず
困
窮
し
て
い
た
人
間
が
、
や
っ
と
職
も
得
て
生
活
に
目
鼻
が
付
き

は
じ
め
た
と
き
に
突
然
自
殺
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
心
の
動
き
が

よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
述
べ
た
本
多
秋
五
（
一
九
〇
八̶

二
〇
〇
一
）

に
た
い
し
て
、
そ
う
だ
ろ
う
か
、
自
分
に
は
よ
く
理
解
で
き
る
、
と

磯
田
光
一
（
一
九
三
一̶

八
七
）
は
文
句
を
つ
け
た
。「
こ
う
い
う
死

に
方
が
「
ピ
ン
と
く
る
」
か
こ
な
い
か
が
、
高
見
順
を
理
解
す
る
ポ

イ
ン
ト
に
な
る
と
い
う
思
い
を
、
私
は
禁
じ
え
な
い
」、
と
。

　

た
し
か
に
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
殺
が

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
少
し
、
磯
田
の
言
葉
を
引
用
し
て

み
よ
う
（「
自
罰
の
宿
命
」『
高
見
順
全
集
』
月
報
6
）。

　

私
は
左
翼
運
動
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
実
践
と
し
て
通
っ
た
人
間

で
は
な
い
。
し
か
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
武
装
し
た
人
々
の
心
の
底

に
、〝
自
罰
〟
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
感
情
の
宿
っ
て
い
る
の

を
私
は
知
っ
て
い
る
。
弾
圧
や
孤
立
は
、
運
動
を
後
退
さ
せ
る
要

因
に
は
な
る
。
ま
た
運
動
者
に
襲
い
か
か
る
生
活
の
不
如
意
は
、

人
々
に
苦
痛
を
与
え
は
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

人
々
が
な
お
も
生
き
て
い
け
る
の
は
、
こ
の
世
に
迫
害
さ
れ
る
こ

と
が
、
お
の
れ
の
異
端
と
し
て
の
宿
命
を
嚙
み
し
め
る
条
件
を
な

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
反
逆
の
罪
が
す
べ
て
許
さ
れ
、
世

間
並
み
の
生
活
に
ま
で
自
己
が
上
昇
し
て
し
ま
っ
た
と
き
、
人

高見順
（東京・港区教育委員会
ウェブサイトから）
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は
は
た
し
て
何
に
よ
っ
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

〝
禁
じ
ら
れ
た
思
想
〟
を
こ
そ
、
お
の
れ
の
掛
け
換
え
の
な
ら
ぬ

宿
命
と
し
て
生
き
た
人
間
に
、
突
如
、
虚
脱
感
が
襲
い
か
か
る
の

は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
う
い
う
と
き
で
あ
る
。

　

先
走
っ
て
言
え
ば
、
こ
の
「
自
罰
」
は
何
か
抽
象
的
な
も
の
で
は

な
い
。
学
歴
エ
リ
ー
ト
と
し
て
約
束
さ
れ
て
い
る
出
世
と
安
定
し
た

生
活
を
み
ず
か
ら
捨
て
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
み
ず

か
ら
を
異
端
者
、
反
逆
者
、
受
難
者
へ
と
聖
化
す
る
。
つ
ま
り
「
自

罰
」
は
、
高
学
歴
者
の
負
の
エ
リ
ー
ト
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。

日
本
の
左
翼
運
動
は
、
近
代
日
本
の
エ
ン
ジ
ン
で
あ
っ
た
立
身
出
世

主
義
の
裏
面
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
同
じ
も
の
の
ウ
ラ
と
オ

モ
テ
と
表
現
し
て
も
よ
い
の
だ
が
、
わ
た
し
た
ち
は
そ
の
最
後
の
好

例
を
、
東
大
紛
争
の
な
か
に
見
い
だ
せ
る
だ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
「
自
罰
」
と
い
う
の
は
、
実
は
け
っ
こ
う
、
い
や
っ

た
ら
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

磯
田
は
、
高
見
順
の
な
か
に
「〝
陽
の
当
た
ら
な
い

0

0

0

0

0

場
所
〟
に
堕

ち
て
い
き
た
い
」（
傍
点
原
文
）
と
い
う
「〝
自
罰
〟
へ
の
希
求
」
を

見
て
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
の
だ
が
、
同
時
に
、

そ
う
し
た
負
の
自
己
特
権
化
の
滑
稽
さ
こ
そ
を
、
高
見
は
き
わ
め
て

自
虐
的
に
描
き
だ
し
た
。

　
「
自
罰
」
を
自
虐
す
る
こ
と
。

　

そ
れ
が
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
と
い
う
転
向
小
説
な
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
方
向
で
読
ん
で
い
く
た
め
に
、
ま
ず
は
、
同
じ

一
九
三
五
年
に
発
表
さ
れ
た
中
野
重
治
（
一
九
〇
二̶

七
九
）
の
『
村

の
家
』
を
引
き
あ
い
に
出
し
た
い
。

父
の
助
言
に
背
い
て

　

転
向
文
学
と
し
て
最
も
名
高
い
の
が
『
村
の
家
』
で
あ
る
。
ま
た
、

わ
た
し
個
人
と
し
て
も
好
き
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
野
重
治

は
、
磯
田
光
一
の
言
う
「
自
罰
」
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
人
間

な
の
で
（
桶
谷
秀
昭
の
優
れ
た
中
野
重
治
論
の
副
題
は
「
自
責
の
文

学
」
で
あ
る
が
）、
高
見
順
の
小
説
が
与
え
る
よ
う
な
何
と
も
や
り

き
れ
な
い
感
じ
（
と
い
う
魅
力
）
は
、『
村
の
家
』
に
は
な
い
。

　

転
向
し
て
出
獄
し
て
き
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
の
息
子
に
た
い
し

て
、
思
想
を
貫
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
以
上
、「
筆
ア
捨
て
て
し

ま
え
」
と
迫
る
田
舎
の
老
父
と
、「
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、
や
は
り

書
い
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
答
え
る
息
子
と
の
ド
ラ
マ
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
論
考
で
言
及
さ
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
も
う
触
れ

る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　

こ
の
父
は
、「
息
子
が
刑
務
所
に
は
い
っ
て
い
る
こ
と
に
何
の
ひ

け
目
も
感
じ
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
て
あ
る
よ
う
に
、
息
子
が
ア
カ

で
あ
ろ
う
と
何
で
あ
ろ
う
と
世
間
に
恐
れ
い
っ
た
り
し
な
い
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
父
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
運
動
と
も
無
縁
の
人
間
で
あ

る
が
、「
お
ま
え
が
つ
か
ま
っ
た
と
聞
い
た
と
き
に
ゃ
、
お
と
っ
つ
ぁ

ん
ら
は
、
死
ん
で
く
る
も
の
と
し
て
い
っ
さ
い
処
理
し
て
き
た
」
と

言
う
ほ
ど
の
覚
悟
を
も
っ
て
い
る
。

　

息
子
の
ほ
う
で
も
、
自
分
が
逮
捕
さ
れ
親
が
肩
身
の
狭
い
思
い
を
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し
て
い
る
だ
ろ
う
、
申
し
訳
な
い
、
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。
彼
は
第

一
審
で
は
じ
め
て
法
廷
に
立
っ
た
と
き
に
、
親
子
の
あ
い
だ
に
つ
い

て
聞
い
た
裁
判
官
を
軽
蔑
す
る
。「
政
治
犯
人
の
審
問
に
家
庭
問
題

を
持
ち
だ
す
こ
と
が
卑
し
い
ト
リ
ッ
ク
に
思
え
た
と
同
時
に
、「
た

と
え
お
れ
が
掏す

摸り

を
働
い
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ャ
お
れ
一
人
の

せ
い
な
ん
だ
。」
と
言
い
は
な
ち
た
か
っ
た
」。

　

要
す
る
に
父
も
息
子
も
独
立
独
歩
の
精
神
を
備
え
て
い
る
。
繰
り

か
え
す
が
、
学
歴
エ
リ
ー
ト
の
左
傾
が
意
味
す
る
も
の
は
、
立
身
出

世
の
栄
光
を
、
ブ
ル
ブ
ル
だ
ら
し
な
く
震
え
な
が
ら
み
ず
か
ら
捨
て

る
こ
と
、
親
（
村
の
家
）
の
期
待
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら

生
ま
れ
う
る
卑
小
な
（
ゆ
え
に
心
打
つ
）
葛
藤
が
『
村
の
家
』
に
は

出
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
、『
村
の
家
』
は
転
向

小
説
の
白
眉
で
あ
る
と
と
も
に
、
例
外
中
の
例
外
で
あ
る
と
も
言
え

る
。

　

福
井
の
自
作
農
兼
小
地
主
で
あ
る
「
お
と
っ
つ
ぁ
ん
」
は
汗
水
流

し
て
働
き
、
優
秀
な
息
子
を
ふ
た
り
と
も
東
京
帝
国
大
学
に
送
り
こ

む
。
こ
こ
ま
で
は
、
近
代
日
本
に
特
徴
的
な
上
昇
の
物
語
で
あ
る
。

し
か
し
、
長
男
は
法
学
部
を
出
て
朝
鮮
銀
行
に
勤
め
て
一
年
経
た
ぬ

う
ち
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
で
病
死
。
作
家
に
な
っ
た
次
男
は
左
翼

非
合
法
活
動
の
た
め
に
治
安
維
持
法
に
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
。

　

こ
の
素
材
だ
け
で
、
立
身
出
世
主
義
か
ら
の
転
落
の
物
語
が
で
き

る
の
だ
が
、
グ
チ
一
つ
こ
ぼ
さ
ぬ
家
長
の
姿
は
、
む
し
ろ
彼
が
、
近

代
日
本
の
原
理
た
る
立
身
出
世
主
義
な
ど
に
少
し
も
と
ら
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、「
お
と
っ
つ
ぁ
ん
」
は
、
立
身
出
世
の
埒
外
に
置

か
れ
て
い
る
村
の
農
民
た
ち
が
、
上
昇
し
て
い
く
者
に
密
か
な
嫉
妬

を
抱
い
て
い
る
の
も
、
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
る
。
百
姓
た
ち
は
決
し

て
理
想
化
さ
れ
て
い
な
い
。「
村
の
も
の
ア
み
ん
な
お
気
の
毒
な
っ

て
い
う
じ
ゃ
ろ
。
し
か
し
中
に
ゃ
肚は

ら

で
喜
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
ん

じ
ゃ
。
そ
り
ゃ
お
ま
え
ら
ア
知
ら
ん
。
百
姓
っ
て
も
な
そ
ん
な
も
ん

じ
ゃ
な
い
。
な
ん
か
人
に
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ゃ
、
わ
が
身
が
得
し

た
よ
う
に
し
て
う
る
し
が
る
ん
じ
ゃ
。
先
祖
代
々
じ
ゃ
か
ら
し
て
仕

方
が
な
い
。
お
と
っ
つ
ぁ
ん
に
は
そ
れ
が
わ
か
る
。
わ
か
っ
た
か

ら
っ
て
仕
方
が
な
い
が
い
ね
し
て
」。　

母
の
願
い
に
背
い
て

　

こ
の
よ
う
に
『
村
の
家
』
が
、
他
者
と
の
向
か
い
あ
い
方
に
お
い

て
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
非
日
本
的
な
毅
然
た
る
も
の
を
備
え
た

個
人
を
描
い
た
の
に
た
い
し
て
、
高
見
順
の
転
向
小
説
は
、
転
向
エ

リ
ー
ト
た
ち
の
隠
さ
れ
た
立
身
出
世
主
義
と
相
互
の
腹
の
探
り
あ
い

を
め
ぐ
る
、
き
わ
め
て
日
本
的
な
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
非

日
本
的
と
日
本
的
と
い
う
陳
腐
な
対
比
を
あ
え
て
使
っ
た
の
は
、
他

者
の
評
価
に
脅
か
さ
れ
る
人
間
と
い
う
図
の
な
か
に
近
代
日
本
の
特

徴
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が
昭
和
期
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
な
か
に
も

あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
（
こ
れ
は
本
稿
の

目
的
の
一
つ
で
も
あ
る
）。

　

い
ま
は
懐
か
し
き
『
現
代
の
眼
』
の
一
九
七
二
年
一
月
号
で
、
丸

山
静
（
一
九
一
四̶

八
七
）
と
長
谷
川
宏
（
一
九
四
〇
年
生
ま
れ
）
が
「
中
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野
重
治
と
高
見
順
」
と
い
う
題
名
で
対
談
を
し
て
い
る
が
、
た
し
か

に
、
こ
の
ふ
た
り
の
小
説
家
は
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
者

の
あ
り
方
の
二
つ
の
典
型
と
考
え
て
」（
長
谷
川
）
い
い
だ
ろ
う
。
お

ま
け
に
、
出
身
地
ま
で
同
じ
福
井
県
坂
井
郡
で
あ
る
と
い
う
。

　

丸
山
も
長
谷
川
も
中
野
重
治
の
ほ
う
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
と

く
に
長
谷
川
は
、
高
見
順
に
お
い
て
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
自
身
が
風

俗
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
」
で
あ
る
、
と
も
指

摘
し
て
い
る
。「
い
ま
は
ど
う
か
し
ら
な
い
が
、
私
が
入
学
し
た
こ

ろ
の
〔
東
大
〕
駒
場
は
一
種
の
反
権
力
ム
ー
ド
、
情
緒
的
に
は
左
翼

的
な
心
情
み
た
い
な
も
の
が
支
配
的
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
が
一
つ
の

流
行
と
な
っ
て
い
た
。
高
見
順
は
た
ぶ
ん
そ
れ
と
似
た
ム
ー
ド
の
な

か
で
左
傾
化
し
、
そ
の
域
を
つ
い
に
で
て
い
な
い
と
お
も
わ
れ
る
」。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
高
見
順
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
高
見
順

が
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
で
自
嘲
的
に
書
い
て
い
る
一
高
生
や
帝
大

生
の
左
傾
化
が
そ
う
し
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
彼
ら
は
自
分
が
（
う
っ
か
り
）
捨
て
て
し
ま
っ
た
エ
リ
ー
ト
の

道
を
惜
し
ん
で
い
る
よ
う
な
、
軽
蔑
し
て
い
る
よ
う
な
複
雑
な
表
情

を
見
せ
る
。
元
左
翼
運
動
家
の
若
き
帝
大
卒
た
ち
の
会
話
を
引
用
し

よ
う
。

　

課
長
は
ざ
ら
だ
、
驚
く
に
は
当
ら
な
い
。
篠
原
が
何
故
か
不
機

嫌
な
口
調
で
言
っ
た
。
M―

を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、〔
一
高
の
〕

社
会
思
想
研
究
会
に
も
顔
を
出
し
て
い
た
あ
れ
は
こ
の
間
S―

県

の
特
高
課
長
に
成
っ
た
。
そ
し
て
鼻
を
フ
フ
ン
と
鳴
ら
し
、
彼
の

傍
で
口
を
あ
け
て
驚
嘆
し
て
い
る
小
関
に
蔑
む
よ
う
な
一
瞥
を
投

げ
た
。
同
窓
の
こ
う
し
た
ト
ン
ト
ン
拍
子
の
俗
世
的
栄
達
を
彼
は

軽
蔑
し
て
い
る
風
を
装
い
、
そ
の
装
う
こ
と
の
う
ち
に
シ
ン
か
ら

軽
蔑
し
切
れ
ぬ
モ
ダ
モ
ダ
の
あ
る
事
を
却
っ
て
暴
露
し
て
い
た
。

あ
ゝ
と
松
下
は
明
瞭
に
長
大
息
し
、
わ
し
ら
考
え
ん
と
い
か
ん
わ

い
と
猪
首
を
傾
け
れ
ば
、
小
関
も
、
色
黒
く
い
か
つ
い
松
下
の
側

に
い
る
か
ら
余
計
目
立
つ
、
女
の
よ
う
に
し
な
や
か
な
纎
手
で

も
っ
て
、
顔
を
矢
鱈
に
撫
で
く
り
廻
し
、
こ
れ
は
彼
が
思
い
悶
え

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

高
見
順
は
、
自
分
を
呪
縛
し
て
い
た
立
身
出
世
主
義
を
自
伝
的
小

説
で
た
び
た
び
取
り
あ
げ
た
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高
見

は
、
い
わ
ゆ
る
私
生
児
で
あ
っ
た
。
出
生
当
時
父
（
永
井
荷
風
の
父

の
実
弟
）
は
内
務
官
僚
と
し
て
福
井
県
知
事
を
務
め
て
い
た
が
、
母

子
を
見
捨
て
る
よ
う
に
東
京
に
帰
っ
て
し
ま
う
。
父
を
追
っ
て
東
京

に
出
て
き
た
母
子
は
、
子
ど
も
に
会
お
う
と
も
し
な
い
冷
た
い
父
を

恨
み
つ
つ
、
父
の
邸
宅
の
そ
ば
の
貧
し
い
長
屋
に
住
み
つ
く
。
母

は
、
私
生
児
と
呼
ば
れ
る
わ
が
子
も
、
本
家
の
長
男
（
高
見
順
の
異

母
兄
）
と
同
じ
よ
う
に
、
一
中―

一
高―

東
京
帝
大
法
学
部̶

高
級

官
僚
と
い
う
出
世
の
王
道
を
歩
ま
せ
て
み
せ
る
と
決
意
す
る
。
高
見

順
が
繰
り
か
え
し
描
い
た
の
は
、
こ
の
母
の
切
な
る
願
い
と
意
地
、

そ
れ
を
裏
切
っ
て
い
く
息
子
で
あ
る
。

　

一
中
、
一
高
ま
で
は
母
の
希
望
通
り
の
道
を
歩
ん
だ
。
し
か
し
、

東
京
帝
国
大
学
で
は
文
学
部
を
選
ん
で
し
ま
う
。
第
一
の
裏
切
り
で
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あ
る
。
そ
し
て
左
傾
と
い
う
第
二
の
裏
切
り
。

　

し
か
し
重
要
な
の
は
、
こ
の
裏
切
り
が
い
ず
れ
も
中
途
半
端
で

あ
っ
た
こ
と
だ
。
そ
れ
が
高
見
順
の
自
嘲
の
的
に
な
る
。『
故
旧
忘

れ
得
べ
き
』
の
主
人
公
小
関
は
母
親
の
期
待
に
背
い
て
文
学
部
に
い

く
が
、
し
か
し
「
文
科
も
英
文
科
な
ら
先
ず
は
就
職
が
安
心
の
方
で

あ
ろ
う
と
考
え
」
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
。
多
く
の
左
翼
仲
間
が
学
校

を
中
退
し
て
い
く
な
か
で
、
自
分
は
貧
し
い
母
親
の
た
め
に
、
高
校

と
大
学
は
無
事
卒
業
し
、
と
り
あ
え
ず
就
職
し
な
け
れ
ば
、
と
思
っ

て
い
る
。
小
関
は
、
勇
敢
に
学
歴
を
捨
て
て
い
っ
た
友
人
を
横
目
で

見
な
が
ら
、
こ
う
嘆
く
。

　

だ
っ
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
僕
ら
は
放
校
に
で
も
な
っ
て
み

ろ
、
も
う
す
べ
て
は
お
し
ま
い
だ
、
け
れ
ど
友
成
〔
友
人
の
名
〕

に
は
金
力
が
あ
る
、
そ
の
金
力
で
い
く
ら
で
も
打
開
で
き
る
、
そ

の
安
心
が
あ
れ
ば
こ
そ
向
こ
う
見
ず
な
こ
と
も
や
れ
る
と
い
う
も

の
だ
、
人
は
彼
を
果
敢
と
し
僕
ご
と
き
を
因
循
と
す
る
だ
ろ
う
、

そ
れ
は
短
見
者
流
の
考
え
さ
、
だ
っ
て
そ
う
じ
ゃ
な
い
か
、
僕

だ
っ
て
将
来
扶
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
母
親
な
ど
の
か
わ
り
に

一
生
或
は
な
ん
に
も
し
な
い
だ
っ
て
食
っ
て
ゆ
け
る
財
産
で
も

あ
っ
て
見
ろ
、
実
に
僕
は
無
責
任
に
な
れ
る
、
す
な
わ
ち
勇
猛
猪

突
も
敢
え
て
出
来
る
、
僕
の
愚
図
は
性
質
の
問
題
で
は
な
く
、
金

の
問
題
だ
、
あ
ゝ
僕
も
金
持
に
生
ま
れ
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
な
あ

云
々
。

　
『
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
』
で
は
圧
迫
者
は
兄
に
移
さ
れ
た
。
こ
の

短
篇
小
説
は
、
主
人
公
が
左
翼
運
動
仲
間
の
花
輪
恒
雄
に
つ
い
て
語

る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
花
輪
は
転
向
し
て
出
獄
し
た
あ
と

に
縊
首
し
て
し
ま
う
。
語
り
手
は
、
大
学
時
代
に
一
度
だ
け
、
こ
の

花
輪
恒
雄
か
ら
「
沁
々
と
し
た
話
」
を
聞
い
た
。

　

兄
の
花
輪
盾
雄
は
、
彼
の
言
葉
か
ら
察
す
る
と
、
弟
に
学
資
を

貢
ぐ
と
い
う
こ
と
を
ば
、
自
分
の
諦
め
た
栄
達
の
夢
が
弟
に
よ
っ

て
実
現
で
き
る
こ
と
と
、
そ
っ
く
り
き
め
て
了
っ
て
い
る
風
の
窮

屈
な
性
格
で
あ
っ
た
。
僕
は
、
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
出
世
0

0

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
。
そ
う
花
輪
恒
雄
は
唸
る
よ
う
に
言
い
、

私
は
そ
う
だ
ね
と
頷
い
た
。
私
は
出
世
と
い
う
小
学
校
以
来
聞
い

た
こ
と
が
な
い
懐
か
し
い
単
語
の
響
き
を
面
白
く
感
じ
た
。―

と
こ
ろ
が
、
と
彼
は
言
い
、
そ
し
て
歯
を
ぐ
ッ
と
食
い
し
ば
っ
た

こ
と
を
、
顎
の
附
根
の
隆
々
た
る
筋
肉
に
あ
ら
わ
し
て
、
も
う
一

度
、
と
こ
ろ
が
と
言
っ
た
。 

（
傍
点
原
文
）

　
「
と
こ
ろ
が
」
花
輪
は
「
こ
の
当
時
の
良
心
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ャ
の
心
を
誰
彼
の
見
さ
か
い
な
く
必
ず
捉
え
な
い
で
は
お
か
な

か
っ
た
左
翼
思
想
」
に
も
惹
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
そ
れ
は

所
謂
出
世
の
道
か
ら
彼
を
裂
い
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
彼
も
裂
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
頭
の
中
で
は
し
て
い
た
が
、
し

か
し
気
持
が
、
兄
の
こ
と
を
想
う
気
持
が
、
重
い
鎖
と
な
っ
て
彼
か

ら
離
れ
な
か
っ
た
」。
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金
持
ち
左
翼
と
貧
乏
左
翼

　

こ
の
よ
う
な
出
自
の
貧
し
さ
と
、
そ
れ
と
は
不
可
分
の
立
身
出
世

へ
の
欲
望
は
、
イ
ン
テ
リ
左
翼
仲
間
に
は
隠
さ
れ
る
べ
き
恥
ず
か
し

い
も
の
で
あ
り
、
恥
と
感
じ
る
自
分
が
ま
た
恥
ず
か
し
い
存
在
に
感

じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
大
地
主
の
家
に
生
ま
れ
た
太
宰
治 

（
一
九
〇
九

̶

四
八
）
や
、豊
か
な
銀
行
家
の
父
を
も
つ
亀
井
勝
一
郎 （
一
九
〇
七̶

六
六
）
が
、
資
本
家
階
層
の
実
家
を
原
罪
と
感
じ
た
こ
と
と
は
対
照

的
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
太
宰
が
い
か
に
恥
を
口
に
し
よ
う
と
も
、

貧
乏
左
翼
の
恥
の
感
覚
の
切
実
さ
に
は
負
け
て
し
ま
う
の
だ
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
自
作
農
兼
小
地
主
と
い
う
出
身
の
中
野

重
治
が
、
そ
の
程
よ
い
位
置
の
出
身
階
層
の
お
か
げ
で
、
わ
た
し
た

ち
が
注
目
し
て
い
る
心
の
問
題
か
ら
自
由
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

く
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
中
野
も
、
支
配
層
出
身
の
左
翼
に
た
い
し
て
疑
念
を

表
明
し
て
い
る
。『
む
ら
ぎ
も
』（
一
九
五
四
）
は
、
昭
和
改
元
期
の

東
大
新
人
会
の
よ
う
す
を
描
い
た
自
伝
的
小
説
で
あ
る
が
、
そ
の
な

か
に
、
新
人
会
仲
間
で
、
伯
爵
の
子
息
で
あ
る
金
持
ち
左
翼
が
登
場

す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
帝
大
生
、
沢
田
豊
彦
を
訪
ね
た
主
人
公
は
、
長
い
廊
下
が
交

差
点
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る
大
邸
宅
の
な
か
を
使
用
人
に
案
内
さ

れ
て
、
家
で
は
「
ト
ヨ
サ
マ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ら
し
い
若
様
の
豪

華
な
部
屋
に
た
ど
り
つ
く
。
立
派
な
書
架
に
は
大
き
な
本
の
背
表
紙

が
並
び
、
安
楽
椅
子
が
揺
れ
て
い
る
。

　

や
が
て
紅
茶
が
出
さ
れ
、「
ト
ヨ
サ
マ
」
が
、
紅
茶
が
ぬ
る
い
じ
ゃ

な
い
か
と
、
年
老
い
た
女
中
を
「
恐
ろ
し
く
つ
め
た
い
、
相
手
に
さ

む
気
を
か
ぶ
せ
る
と
い
っ
た
口
調
」
で
叱
り
つ
け
る
。
主
人
公
は
、

「
上
流
に
育
っ
た
、
ご
く
人
の
い
い
青
年
」
と
だ
け
思
っ
て
い
た
沢

田
の
別
の
面
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
、
暗
い
気
持
ち
に
な
っ
て
し
ま

う
。

　

沢
田
の
な
か
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
、
ほ
ん
の
日
常
の
、
女
中
に

た
い
す
る
主
人
と
し
て
の
態
度
と
が
、
矛
盾
と
し
て
本
人
に
て
ん

で
映
っ
て
こ
な
い
の
だ
ろ
う
。
大
奥
風
、
御
殿
女
中
式
だ
。
つ
ま

り
そ
こ
に
、
文
学
が―

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
と
ま
で
は
い
わ
な

い
。―

な
い
の
だ
。

　

中
野
重
治
の
小
説
は
主
人
公
の
気
持
ち
を
説
明
せ
ず
、
主
人
公
の

心
に
ふ
と
浮
か
ん
だ
も
の
を
そ
の
ま
ま
写
す
だ
け
な
の
で
、
少
々
わ

か
り
に
く
い
引
用
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
金
持
ち
左
翼
に

欠
如
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
「
文
学
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
。「
ト
ヨ
サ
マ
」
は
そ
れ
こ
そ
長
谷
川
宏
が
言
う
よ
う
に
、
マ
ル

ク
ス
主
義
が
風
俗
の
よ
う
に
流
行
っ
た
大
正
後
期
、
う
っ
か
り
左
翼

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
者
に
ち
が
い
な
い
。「
ト
ヨ
サ
マ
」
が
浦
和
高

校
時
代
か
ら
、
い
さ
さ
か
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
め
い
た
活
動
を
し
て
い

た
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
ト
ヨ
サ
マ
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
主

人
公
を
憮
然
と
さ
せ
る
、「
文
学
」
の
欠
如
と
は
、
自
分
自
身
の
矛
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盾
を
キ
リ
キ
リ
と
追
い
つ
め
る
よ
う
な
感
受
性
の
欠
如
な
の
で
あ
ろ

う
。「
ト
ヨ
サ
マ
」
的
人
間
は
、
わ
た
し
た
ち
の
周
り
に
も
よ
く
見

ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
権
力
批
判
や
反
体
制
を
標
榜
す
る
評
論
家
が

大
学
や
家
庭
で
は
暴
君
と
し
て
振
舞
う
な
ぞ
と
い
う
こ
と
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
（
い
や
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
人
間
は
凡
庸
な
登
場
人
物

に
な
り
が
ち
な
の
で
、「
ト
ヨ
サ
マ
」
が
生
き
い
き
と
し
た
滑
稽
さ

を
も
つ
形
姿
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
中
野
の
描
写
力
を
感
じ
る
く

ら
い
だ
）。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
意
味
で
「
文
学
」
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
中
野

重
治
も
高
見
順
も
「
文
学
」
の
ひ
と
で
あ
っ
た
。「
文
学
」
の
ひ
と
、

な
ど
と
中
野
重
治
以
上
の
曖
昧
な
言
い
方
を
し
て
し
ま
っ
た
が
、
自

分
の
な
か
の
矛
盾
に
た
い
し
て
鈍
感
な
左
翼
エ
リ
ー
ト
仲
間
（
そ
れ

ど
こ
ろ
か
自
分
自
身
）
へ
の
鋭
い
視
線
と
い
う
点
で
、
中
野
と
高
見

は
似
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
と
違
う
こ
と

　

こ
こ
で
も
う
ひ
と
り
、「
文
学
」
の
ひ
と
と
し
て
亀
井
勝
一
郎
の

名
を
挙
げ
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
亀
井
が
「
ト
ヨ
サ
マ
」
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
ろ
、
金
持
ち
東
大
新
人
会
員
で
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
高
見
順
と
の
共
通
点
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
明
ら

か
に
な
る
相
違
点
に
注
目
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
高
見
順
と
亀
井
勝
一
郎
に
は
妙
に
類
似
点
が
多
い
。
ふ

た
り
の
作
家
は
同
じ
一
九
〇
七
年
に
生
ま
れ
、
亀
井
は
一
九
二
六
年

に
、
高
見
は
そ
の
翌
年
に
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
に
進
ん
で
い
る
。

そ
し
て
治
安
維
持
法
違
反
容
疑
に
よ
る
検
挙
、
転
向
、
出
獄
。

　

し
か
し
、
転
向
後
の
ふ
た
り
の
大
き
な
（
あ
る
い
は
小
さ
な
）

相
違
は
、
文
学
史
の
事
実
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

一
九
三
〇
年
代
中
ご
ろ
、
高
見
順
は
『
人
民
文
庫
』、
亀
井
勝
一
郎

は
『
日
本
浪
曼
派
』
を
根
城
に
し
て
本
格
的
な
文
学
活
動
に
入
っ
て

い
く
。
高
見
は
体
制
に
た
い
し
て
何
と
か
曖
昧
な
態
度
を
保
持
し
た

が
、
亀
井
は
、
右
翼
的
と
ま
で
は
い
か
な
い
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る

日
本
主
義
的
な
立
場
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
高
見
順
と
亀
井
勝
一

郎
も
ま
た
、「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
者
の
あ
り
方
の
二
つ

の
典
型
」
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

　

高
見
順
は
、
最
初
は
怒
り
を
覚
え
た
と
い
う
平
野
謙
（
一
九
〇
七̶

七
八
）
の
見
解
を
受
け
い
れ
て
、
当
事
者
の
立
場
か
ら
、『
人
民
文
庫
』

と
『
日
本
浪
曼
派
』
と
は
「
転
向
と
い
う
一
本
の
木
か
ら
出
た
二
つ

の
枝
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
か
た
ち

の
挫
折
、
左
翼
運
動
か
ら
の
退
却
で
あ
る
。

　

認
め
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
違
い
を
高
見
は
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

高
見
が
最
晩
年
、
食
道
癌
の
手
術
の
あ
と
に
残
し
た
日
記
か
ら
引
用

し
よ
う
（『
闘
病
日
記
』
岩
波
現
代
文
庫
版
）。
高
見
が
心
に
決
め
た
こ

と
は
「
た
と
え
転
向
し
て
も
「
反
動
」
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。
思
想
を
捨
て
さ
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、「
新
た

な
「
思
想
」
で
「
武
装
」
す
る
こ
と
は
よ
そ
う
。
当
局
か
ら
は
そ
う

い
う
要
求
が
あ
っ
た
が
、
日
本
主
義
で
「
武
装
」
す
る
こ
と
な
ど
、

あ
く
ま
で
拒
も
う
と
し
た
」、
と
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
亀
井
君
な

ど
は
そ
の
批
評
家
精
神
の
故
に
、
新
た
な
何
か
を
つ
か
ま
ね
ば
、
苦
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し
く
て
や
り
き
れ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
の
よ
う
な
転
向
で
は
す
ま
さ

れ
な
か
っ
た
。
素
手
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
ダ
メ
だ
っ
た
。
そ
こ

で
、
結
局
、
反
動
的
浪
曼
派
に
行
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」。

　
「「
思
想
」
で
「
武
装
」
す
る
」
と
い
う
表
現
は
、
高
見
が
マ
ル
ク

ス
主
義
思
想
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

長
谷
川
宏
の
批
判
的
見
解
の
正
し
さ
を
裏
付
け
て
し
ま
う
か
も
し
れ

な
い
が
、
い
ま
は
触
れ
ま
い
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、

亀
井
勝
一
郎
も
同
じ
よ
う
に
、
転
向
後
は
「
武
装
」
を
拒
否
し
た
と

い
う
自
己
理
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
思
想
、
主
義
な
ど

は
い
っ
さ
い
信
用
し
ま
い
。「
立
場
」
な
き
不
安
を
、
不
安
と
せ
ぬ

心
を
も
と
う
と
念
じ
た
」
と
自
伝
『
我
が
精
神
の
遍
歴
』（
一
九
四
八
）

の
な
か
で
振
り
返
っ
て
い
る
。

　

そ
の
亀
井
が
、
同
じ
く
食
道
癌
で
高
見
の
死
よ
り
一
年
後
に
亡
く

な
る
（
余
談
だ
が
、
や
は
り
同
年
生
ま
れ
で
、
左
翼
運
動
に
か
か

わ
っ
た
平
野
謙
も
食
道
癌
で
亡
く
な
っ
た
）。
亀
井
が
同
じ
よ
う
に

癌
に
侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
高
見
は
、
日
記
に
こ
う
書
い

た
。
今
度
は
「
思
想
で
苦
し
む
」
と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。

　

亀
井
君
！　

亀
井
君
！　

　

と
も
に
我
ら
は
思
想
で
苦
し
み
、
そ
し
て
が
ん
0

0

で
苦
し
む
。
同

じ
世
代
の
人
間
で
も
、
て
ん
で
思
想
で
苦
し
ん
だ
り
は
し
な
か
っ

た
エ
ゴ
イ
ス
ト
も
い
る
。
彼
等
は
が
ん

0

0

で
苦
し
む
こ
と
も
な
い
だ

ろ
う
。 

（
傍
点
原
文
）

　

日
記
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
目
前
に
迫
っ
た
死
の
せ
い
で

あ
ろ
う
か
、
正
直
で
も
あ
り
、
い
く
ぶ
ん
非
論
理
的
で
セ
ン
チ
メ
ン

タ
ル
で
も
あ
る
。
だ
が
、
あ
の
青
春
の
日
々
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
い

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
倫
理
観
、
そ
の
苦
し
み
と
誇
り
、
そ
し
て
亀

井
に
た
い
す
る
同
志
的
感
情
を
こ
れ
ほ
ど
率
直
に
述
べ
て
い
る
場
所

は
な
い
。「
ト
ヨ
サ
マ
」
に
戻
っ
て
言
え
ば
、「
ト
ヨ
サ
マ
」
は
苦
し

ま
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。

聞
き
飽
き
た
批
判
を
一
つ

　
「
自
罰
」
と
い
う
言
葉
は
、
高
見
順
よ
り
も
、
こ
の
金
持
ち
左
翼

の
亀
井
勝
一
郎
の
ほ
う
に
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。『
我
が
精

神
の
遍
歴
』
の
な
か
に
は
、
磯
田
光
一
の
言
う
「〝
自
罰
〟
と
し
か

い
い
よ
う
の
な
い
感
情
」
を
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。「
富
め
る
者
」
と
し
て
、
貧
し
い
同
級
生
た
ち
に
た
い
し
て

申
し
訳
な
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
亀
井
少
年
。

亀井勝一郎
（北海道・函館市
ウェブサイトから）
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亀
井
は
旧
制
高
校
に
合
格
し
た
と
き
の
気
持
ち
を
、
こ
ん
な
ふ
う

に
綴
っ
て
い
る
。

　

小
学
を
終
え
て
中
学
に
入
り
う
る
者
は
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
中

学
を
終
え
て
上
級
学
校
へ
行
け
る
者
は
さ
ら
に
稀
で
あ
る
。
そ
れ

は
か
つ
て
の
仲
間
に
対
す
る
、
一
種
の
運
命
的
な
裏
切
り
行
為
で

は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
感
ず
る
。
こ
う
し
て
生
ず
る
社
会

的
地
位
の
差
異
に
、
優
越
を
感
ず
る
と
は
い
か
な
る
感
覚
で
あ
ろ

う
か
。
酒
杯
を
挙
げ
て
息
子
の
「
出
世
」
を
祝
う
父
の
顔
を
見
な

が
ら
、
僕
は
羞
恥
を
感
じ
た
。
家
族
の
幸
福
の
傀か

い
ら
い儡
で
あ
る
自
分

を
感
じ
た
。
家
庭
に
漂
う
こ
の
間
の
抜
け
た
幸
福
感
を
、
一
挙
に

粉
砕
す
べ
き
突
発
事
故
が
起
こ
ら
ぬ
も
の
か
と
、
少
年
は
意
地
わ

る
く
空
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
と
、
自
分
が
縊
死
し
て
い
る
姿

を
想
像
し
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　

こ
の
自
慢
の
秀
才
息
子
が
東
大
を
中
退
し
、
や
が
て
逮
捕
さ
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
亀
井
は
、「
痛
快
な
復
讐
が
い
ま
こ
そ
成
就
し
た
」

と
い
う
よ
う
に
表
現
し
た
。「
僕
の
入
獄
を
、
絶
望
の
眼
を
も
っ
て

眺
め
、
未
来
に
賭
け
た
い
っ
さ
い
の
世
俗
的
栄
誉
が
空
し
く
消
え

去
っ
た
の
を
愕
然
と
凝
視
し
て
い
る
家
族
た
ち
の
悲
痛
な
顔
が
浮
か

ん
で
く
る
。
そ
れ
に
向
か
っ
て
蓮
如
的
な
冷
笑
を
浴
び
せ
か
け
た
」。

と
同
時
に
、
独
房
に
座
し
た
亀
井
は
、「
富
め
る
者
」
と
し
て
感
じ

て
き
た
罪
悪
感
か
ら
、
は
じ
め
て
解
放
さ
れ
、「
深
い
安
堵
の
嘆
息

を
漏
ら
し
た
」
の
だ
っ
た
。

　
「
復
讐
」
と
い
う
言
葉
は
貧
乏
左
翼
の
高
見
順
も
使
う
。
自
伝
的

な
短
篇
『
私
生
児
』
の
な
か
で
、
こ
う
告
白
さ
れ
て
い
る
。「
あ
あ
、

わ
た
し
は
こ
う
い
う
境
涯
か
ら
早
く
抜
け
出
し
浮
び
あ
が
り
、
立
身

致
し
た
い
と
歯
を
食
い
縛
っ
た
。
そ
し
て
な
に
0

0

か
に
復
讐
し
た
い
と

修
羅
を
燃
や
し
て
い
た
の
だ
が
、
し
か
し
私
が
大
学
に
は
い
る
頃
に

な
る
と
、
私
の
頭
に
は
、
立
身
と
は
反
対
の
手
段
で
復
讐
す
べ
き
だ

と
す
る
思
想
が
漸
く
養
わ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
」（
傍
点
原
文
）。

　

俗
世
の
な
か
で
よ
い
位
置
を
得
る
た
め
に
は
、
つ
ま
り
父
母
を
喜

ば
す
た
め
に
は
上
級
学
校
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
出
自
の
豊
か
さ
や
貧
し
さ
に
か
か
わ
り
な
く
、
優
秀
な
少
年
の

心
を
と
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
代
日
本
の
構
造
を
鮮
や
か
に
映

し
だ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
う
一
度
だ
け
繰
り
か
え
せ
ば
、
そ
う
し

た
近
代
日
本
の
原
理
た
る
立
身
出
世
主
義
に
反
逆
す
る
こ
と
と
、
左

翼
運
動
と
は
切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
金

持
ち
左
翼
と
貧
乏
左
翼
の
あ
い
だ
に
差
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
高
見
順
も
亀
井
勝
一
郎
も
、
自
分
自
身
の
心
の
、
し

か
も
時
に
は
「
武
装
」
を
必
要
と
し
た
弱
い
心
の
倫
理
的
問
題
に
、

極
端
に
言
え
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
彼
ら

の
苦
し
み
は
、
政
治
運
動
を
体
験
し
な
か
っ
た
者
に
と
っ
て
も
、「
文

学
」
的
感
受
性
と
し
て
理
解
で
き
る
し
、
感
動
的
で
あ
る
と
す
ら
言

え
る
。

　

そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
、
現
実
の
大
衆
へ
の
眼
差
し
が
欠
け
て
い
る

の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
う
い
う
も
の
（
大
衆
の
無
視
、

も
し
く
は
大
衆
を
指
導
の
対
象
と
し
て
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
）
が
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左
翼
エ
リ
ー
ト
主
義
と
呼
ば
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
あ

げ
つ
ら
っ
て
も
意
味
が
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ

れ
だ
け
堂
々
と
自
分
自
身
の
生
き
方
だ
け
に
こ
だ
わ
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
ア
ッ
パ
レ
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

吉
本
隆
明
の
有
名
な
転
向
論
に
触
れ
た
と
き
、「
私
は
思
わ
ず
自

分
で
ア
ッ
と
声
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
」、
と
高
見
順
は
告
白

し
て
い
る
（「
現
代
の
挫
折
に
つ
い
て
」
一
九
六
〇
）。
周
知
の
よ
う
に
、

吉
本
は
転
向
の
原
因
を
権
力
に
よ
る
強
制
で
は
な
く
、
イ
ン
テ
リ
左

翼
が
大
衆
か
ら
の
孤
立
を
感
じ
た
こ
と
の
な
か
に
見
た
。「
そ
う
い

う
こ
と
に
今
ま
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
」
と
高
見
順
は
、
ア
ッ
と
驚

い
た
。
大
衆
か
ら
の
孤
立
感
な
ん
か
気
に
留
め
な
か
っ
た
が
、
た
し

か
に
考
え
て
み
れ
ば
思
い
あ
た
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

な
ん
と
「
迂
闊
」
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
磯
田
光
一
は
呆
れ
る
。「
し

か
し
私
は
そ
の
迂
闊
さ
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
迂
闊
さ
こ

そ
、
彼
〔
高
見
〕
を
し
て
昭
和
文
学
の
一
代
表
者
た
ら
し
め
て
い
る

要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
い
」（『
昭
和
作
家
論
集
成
』）。

故
旧
、憂
鬱
、さ
れ
ど
、サ
ヨ
ク

　

と
い
う
わ
け
で
、
高
見
順
の
転
向
小
説
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
が

描
い
た
の
は
、
左
翼
仲
間
同
士
の
や
り
と
り
、
ご
く
ご
く
狭
い
サ
ー

ク
ル
内
の
人
間
関
係
、
正
確
に
言
え
ば
エ
リ
ー
ト
男
性
同
士
の
関
係

で
あ
る
。
そ
れ
を
、
こ
れ
ほ
ど
い
や
っ
た
ら
し
く
、
つ
ま
り
こ
れ
ほ

ど
見
事
に
描
い
た
作
品
は
な
い
。

　

舞
台
は
学
園
、
し
か
も
エ
リ
ー
ト
校
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
校
と
い

う
よ
り
、
左
翼
学
生
た
ち
が
み
ず
か
ら
を
エ
リ
ー
ト
と
見
な
し
う
る

よ
う
な
学
校
と
表
現
し
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

　

最
初
に
引
用
し
た
磯
田
光
一
の
「
自
罰
」
を
め
ぐ
る
文
章
の

な
か
で
、
高
橋
和
巳
（
一
九
三
一̶

七
一
）
の
『
憂
鬱
な
る
党
派
』

（
一
九
六
五
）
が
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
の
後
裔
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
た
し
か
に
、
一
九
五
〇
年
前
後
の
京
都
大
学
に
お
け
る
左

翼
運
動
グ
ル
ー
プ
と
周
辺
学
生
の
そ
の
後
の
挫
折
と
「
自
罰
」
が
、

こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
何
と
か
安
定
し
た
市
民
生
活
に
も
ぐ
り

こ
ん
だ
者
は
、
政
治
運
動
に
よ
っ
て
自
分
の
人
生
を
台
無
し
に
し
て

し
ま
っ
た
者
へ
の
同
情
と
と
も
に
、
自
分
自
身
の
不
甲
斐
な
さ
と
後

ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
の
だ
。
運
動
に
ヨ
リ
長
く
、
ヨ
リ
献
身

的
に
留
ま
り
え
た
者
に
た
い
し
て
、
そ
う
で
な
か
っ
た
者
は
「
遠
慮

し
た
り
劣
等
感
を
感
じ
た
り
」
し
て
し
ま
う
。

　

柴
田
翔
（
一
九
三
五
年
生
ま
れ
）
の
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々―

』

（
一
九
六
四
）
も
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
に
連
な
る
作
品
か
も
し
れ

な
い
。
中
村
光
夫
（
一
九
一
一̶

八
八
）
は
柴
田
の
小
説
の
芥
川
賞

選
評
の
な
か
で
、「
共
産
党
の
「
無
謬
性
」
に
た
い
す
る
信
仰
の
破

綻
を
扱
い
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
学
生
の
住
む
狭
い
サ
ー
ク
ル
が
唯
一

の
世
界
と
し
て
前
提
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
彼
等
の
発
散
す
る
エ
リ
ッ

ト
意
識
が
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い

る
が
、
た
し
か
に
、
対
象
は
東
京
大
学
の
な
か
の
小
さ
な
共
産
党
グ

ル
ー
プ
、
そ
し
て
「
六
全
協
」（
一
九
五
五
）
の
あ
と
の
党
員
東
大
生

の
挫
折
に
絞
ら
れ
て
い
る
。

　

あ
る
学
生
は
、
挫
折
後
の
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
し
て
の
順
調
な
生
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活
の
な
か
で
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
卑
怯
で
な
く
行
動
し
え
た
か
、
自

分
自
身
の
倫
理
に
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
ま
た
同
志
た
ち
に
冷

た
く
裁
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
苛
ま
れ
、
自
殺
を
選
ぶ
。

「
さ
よ
う
な
ら
、
冷
静
で
強
い
ぼ
く
の
監
視
者
！　

ぼ
く
は
君
の
眼

か
ら
も
、
こ
れ
で
逃
れ
て
行
き
ま
す
。
さ
よ
う
な
ら
、
ぼ
く
の
冷
た

い
眼
」
と
い
う
の
が
、
遺
書
の
最
後
の
言
葉
と
な
る
。

　

こ
の
系
列
、
つ
ま
り
小
さ
な
左
翼
グ
ル
ー
プ
の
な
か
の
話
と
い
う

系
列
の
最
後
に
来
る
の
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
そ
れ
を
最
後
に
ぶ
ち

壊
し
て
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
の
が
、
島
田
雅
彦
（
一
九
六
一
年
生
ま
れ
）

の
『
優
し
い
サ
ヨ
ク
の
た
め
の
嬉
遊
曲
』（
一
九
八
三
）
で
あ
ろ
う
。

「
反
体
制
運
動
を
研
究
す
る
サ
ー
ク
ル
」
は
楽
し
い
大
学
内
サ
ー
ク

ル
の
一
つ
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
は
も
は
や
エ
リ
ー
ト
の
自
覚
な

ど
少
し
も
も
っ
て
い
な
い
（
実
際
に
学
歴
エ
リ
ー
ト
で
は
な
い
の
だ

が
）。
サ
ー
ク
ル
の
代
表
者
は
、
メ
ン
バ
ー
た
ち
に
「
頼
り
な
く
感

じ
る
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
「
優
し
過
ぎ
」、「
物
解
り
が
良
過
ぎ
る
」。

彼
は
「
サ
ー
ク
ル
に
は
規
則
も
強
制
も
な
い
。
僕
た
ち
は
ゆ
る
い
結

び
つ
き
で
も
い
い
ん
だ
」
と
、
新
入
り
の
学
生
に
話
す
の
だ
。

　

こ
ん
な
「
ゆ
る
い
」、
何
の
規
則
も
序
列
も
命
令
も
な
い
よ
う
な

左
翼
グ
ル
ー
プ
は
な
か
っ
た
、
と
磯
田
光
一
は
有
名
な
論
考
『
左
翼

が
サ
ヨ
ク
に
な
る
と
き
』（
一
九
八
六
）
の
最
終
章
で
述
べ
て
い
る
。

「
ゆ
る
い
結
び
つ
き
」
の
も
と
で
は
、
も
は
や
左
翼
の
倫
理
的
要
請

が
転
向
者
を
自
虐
（
や
自
殺
）
に
追
い
こ
ん
だ
り
、
仲
間
同
士
の
張

り
あ
い
を
引
き
お
こ
し
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。

青
春
残
酷
物
語

　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
現
代
の
若
い
読
者
に
は
、『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』

に
描
か
れ
て
い
る
帝
大
生
た
ち
の
、
小
説
中
の
言
葉
を
使
え
ば
「
左

翼
的
虚
栄
」
が
あ
ま
り
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

左
翼
エ
リ
ー
ト
主
義
と
は
、
ふ
つ
う
は
労
働
者
大
衆
に
た
い
す

る
、
エ
リ
ー
ト
の
指
導
者
意
識
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
高
見

順
や
亀
井
勝
一
郎
が
描
い
た
の
は
、
左
翼
エ
リ
ー
ト
た
ち
内
部
の
序

列
な
の
で
あ
る
。
高
見
は
一
九
三
七
年
に
書
か
れ
た
「
法
科
的
と
文

科
的
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
転
向
後
に
右
翼
の
論
客
と

な
っ
て
い
っ
た
林
房
雄
（
一
九
〇
三̶

七
五
）
の
左
右
を
問
わ
な
い
指

導
者
意
識
を
「〔
東
大
〕
法
科
的
な
気
力
」
と
皮
肉
っ
て
い
る
。
戦

後
の
連
作
長
編
『
深
淵
』（
一
九
四
七̶

五
〇
）
で
は
、
林
の
あ
り
よ

う
を
「
左
翼
運
動
に
よ
っ
て
植
え
つ
け
ら
れ
た
指
導
者
意
識
」
の
あ

ら
わ
れ
と
見
た
。「
ど
ん
な
場
合
も
指
導
者
面
を
し
て
い
た
い
の
だ
。

号
令
を
か
け
て
い
た
い
の
だ
」、
と
。
だ
が
、
こ
の
「
号
令
」
を
か

け
る
と
い
う
行
為
は
エ
リ
ー
ト
サ
ー
ク
ル
内
で
の
話
な
の
で
あ
る
。

　

エ
リ
ー
ト
内
部
の
主
導
権
争
い
は
、
も
ち
ろ
ん
体
制
エ
リ
ー
ト
に

も
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
と
い
う
よ
り
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
の
専
売
特

許
で
あ
ろ
う
が
、
左
翼
エ
リ
ー
ト
の
場
合
は
、
ア
ン
チ
立
身
出
世
主

義
と
い
う
大
看
板
の
せ
い
な
の
か
、
そ
れ
が
奇
妙
に
屈
折
し
、
よ
り

残
酷
な
人
間
関
係
を
導
き
だ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

亀
井
勝
一
郎
は
、
東
大
新
人
会
が
「
若
い
者
が
大
ぜ
い
集
ま
っ

て
い
た
」
グ
ル
ー
プ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
ス
ト
イ
ッ
ク
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で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。「
女
の
話
を
す
る
こ
と
は
全
く
な

か
っ
た
し
、
酒
を
飲
む
こ
と
も
堅
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
」。

　

新
人
会
員
の
帝
大
生
た
ち
は
本
当
に
誠
実
で
あ
っ
た
が
、「
し
か

し
他
方
で
は
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
生
活
の
裡
に
在
っ
て
、
お
互
い
が
お

互
い
を
ぬ
す
み
見
、
看
視
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
空
気
を
感
じ
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
」。

　

こ
の
よ
う
な
相
互
監
視
の
な
か
で
、「
つ
ね
に
革
命
的
言
辞
を
弄

し
、
つ
ね
に
勇
敢
で
あ
る
こ
と
を
、
同
志
の
面
前
に
競
っ
て
証
明
し

て
お
こ
う
と
い
う
偽
態
を
僕
は
身
に
つ
け
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

人
の
見
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
あ
る
い
は
人
の
顔
を
見
て
、
と
い
う
ふ

う
に
自
分
の
心
は
動
い
て
い
く
」。

　
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』
は
、
若
き
左
翼
東
大
生
た
ち
の
「
ひ
け
ら

か
し
」
を
、
も
う
少
し
滑
稽
化
し
て
、
あ
る
い
は
悲
哀
を
込
め
て
描

い
て
い
る
。

　

ど
う
だ
、
俺
は
こ
ん
な
に
も
非
合
法
の
内
情
に
精
通
し
て
い
る

ん
だ
ぞ
、
参
っ
た
ろ
う
と
い
う
微
笑
で
あ
る
。
心
あ
る
者
は
同
席

す
る
に
堪
え
な
い
程
の
、
左
翼
的
虚
栄
と
い
っ
た
も
の
に
み
ち
み

ち
た
、
左
様
そ
れ
を
抜
い
た
ら
な
ん
に
も
残
ら
な
い
応
酬
に
、
彼

等
は
い
き
り
立
っ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
「
そ
の
儘ま

ま

ま
っ
す
ぐ
に
実
践
へ
と
突
き
進
ん
で
行
っ

た
」
本
物
の
（
？
）
左
翼
学
生
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
彼
ら
が
、「
ひ

け
ら
か
し
」
の
左
翼
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
後
ろ
め
た
さ
を
利
用
し
、
か

つ
彼
ら
の
上
に
君
臨
し
よ
う
と
し
て
い
た
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
小
説
の
最
後
に
届
く
の
が
、「
黒
馬
」
と
呼
ば
れ
最
も
勇

敢
で
誠
実
だ
っ
た
運
動
者
、
澤
村
（『
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
』
の
花

輪
恒
雄
に
当
た
る
人
物
）
の
自
殺
の
報
で
あ
る
。
拙
論
の
冒
頭
付
近

で
、「
自
罰
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
取
り
あ
げ
た
自
殺
だ
。
弾
圧

の
も
と
で
ち
り
ぢ
り
に
な
っ
た
運
動
グ
ル
ー
プ
が
、「
黒
馬
」
追
悼

の
た
め
に
一
堂
に
集
ま
る
と
こ
ろ
で
小
説
は
終
わ
る
。

　

つ
い
に
「
ひ
け
ら
か
し
」
と
後
ろ
め
た
さ
の
領
域
を
出
な
か
っ
た

副
主
人
公
の
篠
原
は
、
澤
村
の
絶
望
が
エ
リ
ー
ト
の
道
を
捨
て
た
こ

と
へ
の
後
悔
か
ら
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま
っ
て
、

「
自
分
の
汚
さ
に
自
ら
腹
を
た
て
る
の
で
あ
っ
た
」。

　

足
並
が
遅
れ
た
の
な
ら
ま
だ
し
も
、
も
は
や
取
り
か
え
し
の
つ

か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
自
分
を
澤
村
は
顧
み
、
生
涯
ど
ん
な

に
あ
が
い
て
も
自
分
は
も
う
駄
目
だ
と
い
う
絶
望
が
彼
を
殺
し
た

の
だ
と
篠
原
は
忽
ち
ピ
ン
と
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
に
違
い

な
い
と
篠
原
は
思
っ
た
が
そ
れ
を
牧
野
晃
夫
な
ど
に
明
ら
か
に
言

う
と
そ
ん
な
卑
し
い
推
断
は
、
篠
原
辰
也
、
お
前
の
卑
し
さ
を
以

て
「
黒
馬
」
を
汚
す
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ

が
分
る
故
に
、
余
計
、
こ
の
汚
い
奴
を
牧
野
な
ど
の
面
前
に
叩
き

つ
け
た
い
欲
望
を
感
ず
る
の
で
あ
っ
た
。

　
「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
と
い
う
嘆
息
は
、
左
翼
グ
ル
ー
プ
の
内
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輪
の
な
か
で
漏
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
体
制
側
の
現
状
に

た
い
し
て
吐
か
れ
た
言
葉
で
は
な
い
。

題
名
の
由
来

　

そ
れ
に
し
て
も
、『
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
』
と
い
う
の
は
、
な
か

な
か
印
象
的
な
題
名
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
い
、
拙
稿
の
表
題
に
も

借
り
て
し
ま
っ
た
。「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
は
、
小
説
の
な
か
の

会
話
に
登
場
す
る
言
葉
で
あ
る
。
労
働
者
と
と
も
に
細
々
な
が
ら
根

気
よ
く
運
動
を
続
け
て
い
る
、「
刷
同
」（
全
協
刷
新
同
盟
）
の
幹
部
、

岸
谷
達
夫
が
、
語
り
手
と
の
会
話
の
な
か
で
思
わ
ず
「
嗚
呼
い
や
な

こ
と
だ
」
と
溜
息
を
つ
く
。

　

こ
の
人
物
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い

る
。「
親
愛
の
情
に
溢
れ
た
」
態
度
や
、「
静
か
だ
が
力
強
く
奥
行
の

あ
る
響
き
」、「
今
な
お
労
働
者
の
な
か
に
あ
っ
て
生
き
て
い
る
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
だ
け
に
与
え
ら
れ
る
響
き
」
を
も
つ
言
葉
は
、
転
向

と
挫
折
に
よ
っ
て
荒
み
き
っ
た
語
り
手
の
心
を
ほ
ぐ
し
て
い
っ
た
、

と
い
う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

岸
谷
達
夫
は
、
一
高
で
高
見
よ
り
一
学
年
下
で
、
一
高
文
芸
部
の

後
輩
で
も
あ
っ
た
内
野
壮
児
（
一
九
〇
八̶

八
〇
）
を
モ
デ
ル
と
し
て

い
る
と
い
う
。
内
野
は
一
九
二
八
年
に
検
挙
さ
れ
た
あ
と
東
京
帝
国

大
学
を
中
退
し
、
全
協
（
日
本
労
働
組
合
全
国
協
議
会
）
の
オ
ル
グ

と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
内
野
も
ま
た
エ
リ
ー
ト
左
翼
で
あ
り
、
高

見
と
と
も
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
活
動
に
携
わ
っ
た
「
文
学
」
派
で

も
あ
っ
た
。
内
野
は
、
高
見
の
死
の
直
後
に
「
高
見
順
を
い
た
む
」

（『
新
し
い
路
線
』
一
九
六
五
）
を
書
き
、『
高
見
順
全
集
』
月
報
6
に

一
高
時
代
の
思
い
出
記
を
寄
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
親
愛
の
情

に
溢
れ
た
」
追
悼
文
か
ら
も
、
岸
谷
達
夫
の
性
格
が
浮
か
び
あ
が
っ

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
岸
谷
達
夫
が
「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
と
呻
い
て
し
ま
う
。

花
輪
恒
雄
の
自
殺
と
花
輪
の
兄
の
発
狂
を
め
ぐ
っ
て
、
か
つ
て
の
同

志
た
ち
が
互
い
に
非
難
し
あ
い
、
疑
い
あ
い
、
自
己
弁
護
を
繰
り
か

え
し
、
弾
圧
と
仲
間
割
れ
の
な
か
で
少
し
ず
つ
「
気
ち
が
い
」
に

な
っ
て
い
く
。
同
じ
理
想
の
も
と
に
闘
い
傷
つ
い
た
仲
間
で
あ
る
の

に
、
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
噴
き
だ
し
て
く
る
感
情
、
正
義
感
と
自

己
犠
牲
精
神
に
支
え
ら
れ
た
反
体
制
運
動
が
必
然
的
に
作
っ
て
し
ま

う
組
織
内
の
序
列
、
政
治
活
動
が
あ
か
ら
さ
ま
に
表
面
に
出
し
て
し

ま
う
人
間
関
係
の
ゴ
タ
ゴ
タ
。
そ
れ
ら
の
卑
し
さ
を
見
せ
つ
け
ら
れ

た
と
き
、
思
わ
ず
「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く

る
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
と
嘆
く

の
が
語
り
手
で
は
な
く
、
組
織
と
運
動
を
継
続
さ
せ
て
い
る
岸
谷
達

夫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
組
織

と
運
動
に
は
付
き
物
で
あ
ろ
う
「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」
と
い
う
状

況
。
そ
れ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
挫
け
る
こ
と
の
な

い
岸
谷
達
夫
を
、
高
見
順
は
肯
定
的
に
描
い
た
の
で
あ
る
。

　

高
見
順
自
身
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
政
治
」
的
人

間
で
は
な
か
っ
た
。
高
見
は
『
昭
和
文
学
盛
衰
史
』
の
な
か
で
、
野

間
宏
（
一
九
一
五̶

九
一
）
が
下
し
た
次
の
よ
う
な
転
向
文
学
の
定
義
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を
紹
介
し
て
い
る
。「
転
向
文
学
は
、
自
分
の
転
向
の
意
志
を
表
明

し
、
思
想
的
に
転
向
し
て
新
し
い
思
想
を
求
め
る
文
学
で
は
な
い
。

あ
く
ま
で
も
共
産
主
義
運
動
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
正
し
い
こ
と
を

信
じ
、
そ
れ
に
前
進
し
よ
う
と
考
え
る
が
、
自
分
自
身
の
弱
さ
を
振

り
か
え
り
、
た
た
か
い
破
れ
た
自
分
自
身
を
徹
底
的
に
み
き
わ
め
、

自
分
の
限
界
を
さ
だ
め
て
、
そ
の
限
界
内
に
お
い
て
あ
く
ま
で
良
心

を
ま
も
り
、
生
き
て
行
こ
う
と
い
う
決
意
に
い
た
る
自
覚
を
追
求
し

た
文
学
で
あ
る
」。

　

そ
し
て
こ
の
引
用
の
あ
と
で
、「
転
向
文
学
と
は
こ
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
思
う
の
で
あ
る
。
実
感
と
し
て
も
そ
う
頷
か

れ
る
の
で
あ
る
」
と
付
け
加
え
る
。
実
際
、
野
間
宏
は
こ
う
し
た
転

向
文
学
の
具
体
的
作
品
と
し
て
「
私
の
『
故
旧
忘
れ
得
べ
き
』『
嗚

呼
い
や
な
こ
と
だ
』
も
あ
げ
て
い
る
」、
と
。

　

た
し
か
に
、
高
見
を
喜
ば
せ
た
野
間
宏
の
解
釈
は
、
こ
の
拙
稿
が

ず
っ
と
追
っ
て
き
た
こ
と
を
、
も
う
一
度
示
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。

高
見
順
に
と
っ
て
、
左
翼
運
動
も
転
向
文
学
も
、
ま
ず
は
、
自
分
が

い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
倫
理
的
（
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
教
養
主
義

的
）
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
左
翼
た
る
高
見
順
の
「
ダ
メ
な
と

こ
ろ
」
な
の
か
ど
う
か
は
、
に
わ
か
に
判
断
は
で
き
な
い
。

　

わ
た
し
に
と
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、
高
見
順
ほ
ど
、
こ
の
「
ダ
メ

な
と
こ
ろ
」（
つ
ま
り
「
嗚
呼
い
や
な
こ
と
だ
」）
を
容
赦
な
く
描
い

た
転
向
作
家
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
高
見
順

の
作
品
を
読
ん
で
、
左
翼
は
ダ
メ
だ
な
、
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
な
ら
高
見
は
、
左
翼
的
心
性
こ
そ
が
自
分
自
身
の
「
ダ
メ
な
と
こ

ろ
」（
野
間
宏
の
言
う
「
自
分
自
身
の
弱
さ
」）
を
見
つ
め
う
る
強
さ

を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
示
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ

る
。

　

わ
た
し
は
左
翼
へ
の
期
待
を
、
ほ
と
ん
ど
ロ
マ
ン
主
義
的
な
期
待

を
捨
て
き
れ
な
い
の
で
、
こ
う
い
う
結
論
を
導
き
だ
し
て
し
ま
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
特
集
の
趣
意
に
は
そ
え
な
か
っ
た
。
仕
方
な

い
、
許
さ
れ
よ
。

＊ 

高
見
順
の
作
品
に
つ
い
て
は
勁
草
書
房
刊
の
『
高
見
順
全
集
』
か
ら

引
用
し
た
が
、
旧
漢
字
、
旧
か
な
づ
か
い
を
新
字
新
か
な
に
改
め
た
。

＊
本
文
で
触
れ
な
か
っ
た
参
考
文
献
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