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一
、
問
題
の
所
在
―
―
切
実

0

0

か
、
不
真
面
目

0

0

0

0

か

芥
川
龍
之
介
の
文
学
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
大
き
な
点
に
、芥
川
文
学
に
は
表
現
す
べ
き
切
実
な
何
か
が
読
み
込
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
、

あ
る
い
は
、
芥
川
文
学
は
切
実
な
も
の
の
欠
如
を
示
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
後
者
と
し
て
は
、
極
端
な
も
の
で
は
不
真
面
目

な
知
的
遊
戯
と
し
て
把
握
す
る
見
解
さ
え
少
な
く
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
例
は
後
で
触
れ
る
が
、
ま
ず
は
よ
り
穏
当
な
例
と
し
て
、
現
在
ま
で
の
最
も
代
表
的

な
芥
川
研
究
書
の
一
つ
で
あ
る
三
好
行
雄
の
論
を
見
て
お
こ
う
。
こ
の
書
物
は
、「
芥
川
龍
之
介
論
の
第
一
章
は
、
第
一
章
に
ふ
さ
わ
し
い
龍
之
介
か
ら
は
じ

め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
、
有
名
な
「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
大
正
四
年
十
一
月
）
や
「
鼻
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
二
月
）
か
ら
で
は
な
く
、
あ
え
て
無

名
時
代
の
芥
川
の
小
品
「
大
川
の
水
」（『
心
の
花
』
大
正
三
年
四
月
）
を
取
り
上
げ
る
と
こ
ろ
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
る
。
三
好
が
そ
こ
に
読
み
取
る
の
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

「
大
川
の
水
」
に
え
が
か
れ
た
か
ぎ
り
の
青
年
に
と
っ
て
、
現
実
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
の
実
体
、
生
活
感
情
の
な
ま
な
息
吹
き
は
つ
い
に
無
縁

で
あ
る
。
感
覚
的
な
比
喩
自
体
が
、
生
活
感
情
の
不
在
の
明
証
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）

読
者
は
い
ま
、
芥
川
龍
之
介
の
〈
虚
無
〉
―
―
や
が
て
、
芥
川
文
学
の
も
っ
と
も
顕
在
的
な
モ
チ
ー
フ
が
そ
こ
に
は
ぐ
く
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
―
―
精
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0
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二

神
の
秘
め
た
暗
部
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。１ 

こ
こ
で
は
芥
川
の
「
も
っ
と
も
顕
在
的
な
モ
チ
ー
フ
」
は
、「
生
活
感
情
の
不
在
」
あ
る
い
は
「〈
虚
無
〉」
と
さ
れ
て
い
る
。
表
現
す
べ
き
実
人
生
上
の
切

実
な
何
か
の
欠
如
こ
そ
が
芥
川
文
学
の
本
質
と
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
芥
川
文
学
全
体
が
読
み
解
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
は
、
芥
川
理
解
の
基
盤
と
し

て
今
な
お
影
響
力
を
失
っ
て
い
な
い
。

こ
の
理
解
と
は
逆
に
、
芥
川
の
切
実
な
心
情
が
積
極
的
に
読
み
込
ま
れ
て
き
た
作
品
群
も
あ
る
。〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
系
譜
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
が
そ
れ
で

あ
る
。
そ
の
中
の
一
つ
、「
往
生
絵
巻
」（『
国
粋
』
大
正
十
年
四
月
）
に
つ
い
て
、
つ
と
に
宮
本
顕
治  

２
は
こ
の
よ
う
に
評
し
て
い
た
。

作
者
は
「
五
位
の
入
道
」
を
愛
し
て
ゐ
る
。
憐
愍
を
越
え
て
、
ま
じ
め
に
愛
し
て
ゐ
る
の
だ
。
蓮
華
の
花
を
咲
か
す
事
は
、
氏
の
「
あ
そ
び
」
で
は
な

い
。
枯
木
の
梢
に
死
ん
だ
求
道
者
に
、
心
か
ら
詩
的
な
頌
辞
を
最
後
に
手
向
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
傍
線
は
小
谷
。
以
下
同
じ
）

作
品
へ
の
作
家
の
思
い
入
れ
は
「
ま
じ
め
」
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
宮
本
が
「
あ
そ
び
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
見
せ
消
ち
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ

否
定
し
て
「
ま
じ
め
に
愛
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、芥
川
の
作
品
が
「
あ
そ
び
」
と
見
ら
れ
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

切
実
な
「
生
活
感
情
の
不
在
」
を
特
徴
と
見
る
芥
川
文
学
観
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
作
品
は
当
然
例
外
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

他
に
も
、〈
神
聖
な
愚
人
〉
も
の
に
属
す
る
「
往
生
絵
巻
」、「
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
」（『
新
小
説
』
大
正
八
年
九
月
）、「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」（『
新
小
説
』

大
正
八
年
三
月
）
を
念
頭
に
、
長
野
甞
一 

３ 

は
「
作
者
は
か
か
る
人
間
を
た
ん
に
愛
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
己
が
望
ん
で
得
ら
れ
な
い
一
種
の
理
想
像

を
す
ら
見
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。（
中
略
）
自
己
の
持
た
な
い
も
の
に
対
す
る
憧
憬
は
一
種
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
、
あ
の
諷
刺
家
芥
川
に
こ
の
よ
う

な
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
か
え
す
が
え
す
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
」
と
し
て
、
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
切
実
な
憧
憬
を
、
作
家
像
か
ら
す
れ
ば
例

外
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
宮
坂
覺  

４ 

も
「
老
狂
人
」（
未
定
稿
）、「
奉
教
人
の
死
」（『
三
田
文
学
』
大
正
七
年
九
月
）、「
尼
と
地
蔵
」（
未

定
稿
）、「
き
り
し
と
ほ
ろ
上
人
伝
」、「
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
」、「
南
京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）、「
往
生
絵
巻
」
を
「
聖
な
る
愚
人
の
系
譜
」
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三

と
ま
と
め
た
上
で
、
そ
こ
に
読
み
取
ら
れ
る
も
の
を
「
本
音
に
近
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
解
釈
に
お
い
て
、「
本
音
」
か
「
本
音
」
で
な
い
か

が
常
に
問
わ
れ
る
の
は
、
本
音
を
作
品
に
託
さ
な
い
作
家
、
切
実
な
生
活
感
情
が
不
在
で
あ
り
、
本
音
で
作
品
を
書
か
な
い
の
が
通
例
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
芥

川
に
つ
い
て
ま
わ
っ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
切
実
さ
の
欠
如
と
い
う
特
徴
が
、
特
に
顕
著
に
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
と
し
て
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
構
造
を
持
つ
作
品
群
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
一
般
に
、不
真
面
目
な
戯
れ
、遊
戯
的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
西
原
千
博  

５ 

は
、メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
は
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は「「
お
ふ
ざ
け
」な
り「
パ
ロ
デ
ィ
」な
り
」と
な
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
と
す
る
筒
井
康
隆  

６ 

の
説
明
を
、芥
川
の「
葱
」

（『
新
小
説
』
大
正
九
年
一
月
）
に
具
体
的
に
適
用
し
て
論
じ
て
い
る
。
大
西
永
昭  

７ 

は
こ
れ
ら
の
議
論
を
承
け
て
、「
葱
」、「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十

年
四
月
）、「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」（『
婦
人
グ
ラ
フ
』
大
正
十
三
年
五
月
）、「
売
文
問
答
」（
未
定
稿
）
に
つ
い
て
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
発
達
に
よ
っ
て
情
報
化
し
た
大
正
社
会
の
中
で
、
読
者
と
作
家
が
互
い
に
互
い
の
「
読
み
」
を
先
回
り
し
、
相
手
に
対
す
る
批
評
的
な
レ
ベ
ル
に
立
と
う

と
す
る
不
毛
な
競
争
に
お
い
て
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
く
そ
の
様
相
は
、
虚
構
の
虚
構
性
を
自
覚
し
た
上
で
あ
え
て
そ
の
虚
構
の

中
に
戯
れ
る
こ
と
を
選
ぶ
と
い
う
現
在
の
私
た
ち
に
も
通
じ
る
現
実
認
識
の
形
式
を
そ
こ
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

「
お
ふ
ざ
け
」「
戯
れ
」
と
い
っ
た
特
徴
、
い
わ
ば
不
真
面
目
さ
を
読
み
取
る
こ
と
に
一
定
の
説
得
力
が
生
じ
る
の
は
、
や
は
り
芥
川
文
学
の
基
調
が
切
実
さ
の

欠
如
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
事
情
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
生
活
感
情
の
欠
如
、
い
わ
ば
不
真
面
目
さ
を
芥
川
文
学
の
基
調
と
し
て
把
握
し
つ
つ
、
例
外
的
に
一
部

の
作
品
に
切
実
さ
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
形
で
、
芥
川
文
学
全
体
と
し
て
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
読
み
取
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
が
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
に

両
者
の
作
品
群
を
俯
瞰
し
た
上
で
正
面
か
ら
こ
の
問
題
が
検
討
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、こ
う
し
た
概
括
的
な
把
握
を
一
旦
踏
ま
え
た
上
で
、

改
め
て
芥
川
文
学
に
お
け
る
切
実
さ
と
不
真
面
目
さ
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
で
不
真
面
目
と
い
う
、
否
定
的
な
強
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
術
語

を
使
う
の
は
、
単
に
切
実
さ
の
欠
如
と
い
う
ほ
ど
の
問
題
を
指
す
に
は
や
や
過
剰
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
あ
え
て
こ
の
語
に
よ
っ
て
考
え
て
み
た

い
の
は
、
筒
井
康
隆
の
言
う
「
お
ふ
ざ
け
」
や
遊
戯
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
問

題
の
構
造
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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四

こ
の
議
論
に
お
い
て
改
め
て
注
目
す
べ
き
は
、
切
実
さ
と
不
真
面
目
さ
と
い
う
枠
組
み
の
重
層
性
で
あ
る
。
た
と
え
ば
三
好
行
雄
の
議
論
は
、
生
活
感
情
を

直
接
表
現
し
よ
う
と
い
う
切
実
さ
の
欠
如
こ
そ
が
、「
精
神
の
秘
め
た
暗
部
」
で
あ
り
、作
家
に
と
っ
て
メ
タ
レ
ベ
ル
の
切
実
な
表
現
の
動
機
、す
な
わ
ち
「〈
虚

無
〉」
と
い
う
「
も
っ
と
も
顕
在
的
な
モ
チ
ー
フ
」
た
り
得
る
と
い
う
逆
説
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
逆
説
的
な
重
層
性
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
が
、「〈
虚
無
〉」

と
い
う
い
か
に
も
文
学
的
・
美
学
的
な
表
現
に
落
ち
着
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
さ
ら
に
、
母
親
の
狂
気
と
い
う
自
ら
の
出
自
か
ら
目
を
そ
ら
す
た
め
に
仮
構
の

生
を
求
め
た
、と
い
う
作
家
の
伝
記
的
な
事
実
の
レ
ベ
ル
に
還
元
さ
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
点
は
、テ
ク
ス
ト
論
を
め
ぐ
る
議
論
を
経
た
現
在
の
研
究
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
っ
て
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
芥
川
作
品
が
間
テ
ク
ス
ト
的
に
提
示
す
る
論
理
と
し
て
、
い
ま
一
度
捉
え
直
し
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

二
、
芥
川
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
品

〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
作
品
群
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
先
行
論
が
あ
り
、
拙
稿  

８ 

で
も
問
題
を
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
る
。
こ
の
〈
神
聖

な
愚
人
〉
が
注
目
さ
れ
て
き
た
の
と
は
対
照
的
に
、
芥
川
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
近
年
大
西
永
昭
ら
が
集
中
的
に
論
じ
始
め
る
ま
で
、
ほ
と
ん
ど

考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
後
で
詳
し
く
触
れ
る
よ
う
に
芥
川
の
最
も
特
徴
的
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
「
葱
」
で
あ
る
が
、
あ
る
時
期
ま
で
個
別
の
論
文
で
中
心
的
に
扱

う
対
象
に
選
ば
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
芥
川
の
全
作
品
に
つ
い
て
網
羅
的
に
紹
介
す
る
事
典
の
記
述 

９ 

で
も
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
こ
う
し
た
側
面
が
単
に
不
真
面
目

0

0

0

0

な
も
の
で
あ
り
、
研
究
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
だ
ろ
う
。

芥
川
作
品
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
つ
い
て
近
年
集
中
的
に
考
察
を
展
開
し
て
い
る
の
が
先
に
も
触
れ
た
大
西
永
昭
で
あ
る
。
大
西
10 

は
、「
葱
」
に
加

え
て
「
奇
遇
」、「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」、「
売
文
問
答
」
を
念
頭
に
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
要
請
す
る
の
は
、
芥
川
自
身
が
そ
の

中
に
置
か
れ
て
い
た
、
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
〈
売
文
〉
の
問
題
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
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か

五

し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
作
品
間
に
あ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
質
的
差
異
に
注
目
し
た
い
。「
奇
遇
」、「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は

至
上
な
り
」」、「
売
文
問
答
」
の
三
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
入
れ
籠
型
で
、
さ
ら
に
作
中
作
を
書
く
登
場
人
物
が
作
者
芥
川
を
連
想
さ
せ
る
と
い
う
特
徴
が
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。「
葱
」
は
、
そ
れ
に
加
え
て
も
う
一
つ
特
徴
的
な
点
を
備
え
て
い
て
、
次
に
掲
げ
る
本
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
中
作
の
中
の
登
場
人

物
と
外
の
登
場
人
物
が
本
来
備
え
て
い
る
は
ず
の
境
界
が
守
ら
れ
な
い
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。

①
そ
の
茶
ぶ
―
―
机
の
上
に
は
、
こ
れ
も
余
り
新
し
く
な
い
西
洋
綴
の
書
物
が
並
ん
で
ゐ
る
。「
不
如
帰
」「
藤
村
詩
集
」「
松
井
須
磨
子
の
一
生
」「
新
朝

顔
日
記
」「
カ
ル
メ
ン
」「
高
い
山
か
ら
谷
底
見
れ
ば
」
―
―
あ
と
は
婦
人
雑
誌
が
七
八
冊
あ
る
ば
か
り
で
、
残
念
な
が
ら
お
れ
の
小
説
集
な
ど
は
、
唯
の

一
冊
も
見
当
た
ら
な
い
。

②
お
れ
は
こ
の
挿
話
を
書
き
な
が
ら
、
お
君
さ
ん
の
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
微
笑
を
禁
じ
得
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
お
れ
の
微
笑
の
中
に
は
、

寸
毫
も
悪
意
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。（
中
略
）
あ
ゝ
、
東
京
の
町
の
音
も
全
く
何
処
か
へ
消
え
て
し
ま
ふ
真
夜
中
、
涙
に
濡
れ
た
眼
を
挙
げ
な
が
ら
、
う

す
暗
い
十
燭
の
電
灯
の
下
に
、
た
つ
た
一
人
逗
子
の
海
風
と
コ
ル
ド
ヴ
ア
の
杏
竹
桃
と
を
夢
み
て
ゐ
た
、
お
君
さ
ん
の
姿
を
想
像
―
―
畜
生
、
悪
意
が
な

い
所
か
、
う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と
お
れ
ま
で
も
、
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
に
な
り
兼
ね
な
い
ぞ
。
元
来
世
間
の
批
評
家
に
は
情
味
が
な
い
と
云
は
れ
て
ゐ

る
、
頗
理
知
的
な
お
れ
な
の
だ
が
。

③
で
は
お
君
さ
ん
は
誰
に
心
を
寄
せ
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
と
―
―
幸
い
お
君
さ
ん
は
壁
の
上
の
ベ
エ
ト
オ
フ
エ
ン
を
眺
め
た
儘
、
暫
く
は
身
動
き
も
し
さ
う

は
な
い
か
ら
、
そ
の
間
に
お
れ
は
大
急
ぎ
で
、
ち
よ
い
と
こ
の
光
栄
あ
る
恋
愛
の
相
手
を
紹
介
し
よ
う
。

④
お
れ
が
書
く
の
は
も
う
真
平
御
免
だ
。
第
一
お
れ
が
田
中
君
の
紹
介
の
労
を
執
つ
て
ゐ
る
間
に
、
お
君
さ
ん
は
何
時
か
立
ち
上
つ
て
、
障
子
を
開
け
た

窓
の
外
の
寒
い
月
夜
を
眺
め
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
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右
の
引
用
①
で
は
、
語
り
手
「
お
れ
」
は
、
物
語
の
作
者
、
す
な
わ
ち
物
語
世
界
の
外
に
い
て
物
語
世
界
を
創
造
す
る
存
在
で
あ
る
が
、
同
時
に
物
語
世
界

の
中
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
、
多
く
の
小
説
家
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
対
象
の
一
人
で
も
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
③
④
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
本

来
は
物
語
世
界
の
時
間
の
流
れ
と
は
独
立
し
た
時
間
を
持
つ
は
ず
の
物
語
世
界
外
の
「
お
れ
」
の
時
間
に
お
け
る
執
筆
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
、
物
語
世
界
内
の
お

君
さ
ん
の
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
通
常
、
小
説
家
は
自
由
に
物
語
世
界
の
時
間

を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
本
作
で
は
、
作
品
世
界
の
時
間
は
「
お
れ
」
に
と
っ
て
不
可
逆
で
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
引
用
②
に
あ
る
、
登
場
人
物
の
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
そ
れ
を
創
作
し
て
い
る
「
お
れ
」
自
身
の
「
理
知
的
」
な
ス
タ
ン
ス

を
改
め
さ
せ
、「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
に
さ
せ
る
よ
う
な
力
を
持
つ
と
い
う
事
態
と
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
登
場
人
物
が
作
者
の
気
持
ち
を
動
か
す
と
い
う

こ
と
自
体
は
、
現
実
の
小
説
の
創
作
に
お
い
て
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
作
者
が
物
語
世
界
を
規
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
世
界
が
作
者
を
規

定
す
る
と
い
う
こ
の
事
態
を
突
き
進
め
た
も
の
と
し
て
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
作
者
の
作
品
が
読
ま
れ
た
り
、
登
場
人
物
の
生
き
る
時
間
が
創
作
の
時
間
を
規

定
し
た
り
と
、
作
者
と
物
語
世
界
・
語
る
側
と
語
ら
れ
る
側
の
安
定
し
た
階
層
構
造
を
覆
す
事
態
が
出
来
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
に
は
、
こ
う
し
た
特
徴
を
備
え
た
も
の
の
み
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
を
狭
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、

「
葱
」
以
外
に
大
西
が
挙
げ
て
い
る
「
奇
遇
」「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」「
売
文
問
答
」
は
、
狭
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
該
当
し

な
い
、
よ
く
あ
る
入
れ
籠
型
の
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
葱
」
の
こ
う
し
た
特
徴
に
つ
い
て
は
、
大
西
永
昭
11 

も
別
の
論
文
で
「
物
語
世
界
と
物
語
世
界
外
と
の
境
界
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
「
葱
」
に
は
、
虚
構

と
現
実
の
境
界
を
侵
犯
・
解
体
す
る
文
学
様
式
で
あ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
通
じ
る
テ
ク
ス
ト
戦
略
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

大
西
が
こ
の
論
文
の
中
で
、「
以
降
、
芥
川
は
「
奇
遇
」（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
四
月
）「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」（『
婦
人
グ
ラ

フ
』
一
九
二
四
年
五
月
）
と
い
っ
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
構
造
を
備
え
た
〈
売
文
〉
小
説
や
、
メ
デ
ィ
ア
上
に
流
通
す
る
自
己
像
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
す
る

と
い
う
方
法
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
「
保
吉
の
手
帳
か
ら
」（『
改
造
』
一
九
二
三
年
五
月
）
に
始
ま
る
一
連
の
保
吉
も
の
を
発
表
し
て
い
く
」
と
し
て
メ
タ
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七

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
「
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
侵
犯
・
解
体
」
す
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
広
義
の
定
義
に
ス
ラ
イ
ド
さ
せ
つ
つ
捉
え
直
し
て
い
く
と
き
、「
葱
」

だ
け
に
見
ら
れ
る
狭
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
「〈
売
文
〉」
と
い
う
共
通
す
る
テ
ー
マ

と
広
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
見
出
す
大
西
論
に
は
、
説
得
力
も
重
要
な
意
義
も
あ
る
。
し
か
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
真
面
目
に
さ
え
見
え
る
狭
義
の

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
問
題
に
す
る
と
い
う
本
稿
の
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
あ
え
て
「
奇
遇
」「
或
恋
愛
小
説
―
―
或
は
「
恋
愛
は
至
上
な
り
」」「
売
文
問
答
」

は
度
外
視
し
、
こ
の
中
で
は
「
葱
」
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
12 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
、「
葱
」
の
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」

こ
こ
で
重
要
な
問
題
は
、
お
君
さ
ん
の
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
が
本
当
に
「
お
れ
」
を
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
に
さ
せ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
引
用
し
た
「
畜
生
、
悪
意
が
な
い
所
か
、
う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と
お
れ
ま
で
も
、
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
に
な
り
兼
ね
な
い
ぞ
。
元

来
世
間
の
批
評
家
に
は
情
味
が
な
い
と
云
は
れ
て
ゐ
る
、
頗
理
知
的
な
お
れ
な
の
だ
が
」
と
い
う
箇
所
は
、
一
見
す
る
と
、
お
ど
け
な
が
ら
お
君
さ
ん
を
馬
鹿

に
し
て
揶
揄
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
影
響
を
「
お
れ
」
に
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
も
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
本
作
の
皮
肉
で
軽
快

な
文
体
か
ら
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
こ
こ
は
文
字
通
り
に
は
読
め
な
い
箇
所
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、「
お
れ
」
は
実
際
に
、
お
君
さ
ん
と
同
様
の
「
サ

ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
振
る
舞
い
を
の
ち
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
お
君
さ
ん
の
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
意
味
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
お
君
さ
ん
の
「
サ
ン
テ

イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
を
語
る
本
文
②
は
次
の
挿
話
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

桜
頃
の
或
夜
、お
君
さ
ん
は
ひ
と
り
机
に
向
つ
て
、殆
一
番
鶏
が
啼
く
頃
ま
で
、桃
色
を
し
た
レ
タ
ア
・
ペ
エ
パ
ア
に
せ
つ
せ
と
ペ
ン
を
走
ら
せ
続
け
た
。

が
、
そ
の
書
き
上
げ
た
手
紙
の
一
枚
が
、
机
の
下
に
落
ち
て
ゐ
た
事
は
、
朝
に
な
つ
て
カ
ツ
フ
エ
へ
出
て
行
つ
た
後
も
、
遂
に
お
君
さ
ん
に
は
気
が
つ
か

な
か
つ
た
ら
し
い
。
す
る
と
窓
か
ら
流
れ
込
ん
で
き
た
春
風
が
、
そ
の
一
枚
の
レ
タ
ア
・
ペ
エ
パ
ア
を
翻
し
て
、
鬱
金
木
綿
の
蔽
ひ
を
か
け
た
鏡
が
二
つ
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並
ん
で
ゐ
る
梯
子
段
の
下
ま
で
吹
き
落
と
し
て
し
ま
つ
た
。
下
に
ゐ
る
女
髪
結
は
、
頻
々
と
し
て
お
君
さ
ん
の
手
に
落
ち
る
艶
書
の
あ
る
事
を
心
得
て
ゐ

る
。
だ
か
ら
こ
の
桃
色
を
し
た
紙
も
、
恐
ら
く
は
そ
の
一
枚
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
好
奇
心
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
眼
を
通
し
て
見
た
。
す
る
と
意
外
に
も
こ
れ
は
、

お
君
さ
ん
の
手
蹟
ら
し
い
。
で
は
お
君
さ
ん
が
誰
か
の
艶
書
に
返
事
を
認
め
た
の
か
と
思
ふ
と
、「
武
男
さ
ん
に
御
別
れ
な
す
つ
た
時
の
事
を
考
へ
る
と
、

私
は
涙
で
胸
が
張
り
裂
け
る
や
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
書
い
て
あ
る
。
果
然
お
君
さ
ん
は
殆
徹
夜
を
し
て
、
浪
子
夫
人
に
与
ふ
べ
き
慰
問
の
手
紙
を
作
つ

た
の
で
あ
つ
た
。

お
君
さ
ん
は
、
徳
冨
蘆
花
「
不
如
帰
」
の
登
場
人
物
に
手
紙
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
不
如
帰
」
は
原
作
も
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
演
劇
な
ど

も
大
流
行
し
た
作
品
で
あ
り
、
お
君
さ
ん
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
愛
好
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
読
者
や
観
客
が
登
場
人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
自
体
は
も
ち

ろ
ん
、
さ
ほ
ど
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
当
然
な
が
ら
、
登
場
人
物
は
、
読
者
や
観
客
が
手
紙
を
書
い
て
も
そ
れ
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ

て
、
相
手
を
慰
め
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
投
げ
か
け
る
よ
う
な
手
紙
を
読
者
が
登
場
人
物
に
送
る
こ
と
は
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
お
君
さ
ん
に
は
、
虚
構
の
作

中
人
物
を
現
実
の
人
物
と
は
区
別
し
、
存
在
し
な
い
し
現
実
と
相
互
に
交
渉
を
持
た
な
い
も
の
と
す
る
、
虚
構
に
関
す
る
通
常
の
階
層
的
理
解
の
欠
如
が
あ
る
。

「
お
れ
」
は
お
君
さ
ん
の
そ
う
し
た
態
度
を
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
の
は
、
小
説
の
外
と
内

の
安
定
し
た
階
層
構
造
理
解
を
逸
脱
す
る
感
覚
で
あ
り
、
こ
れ
は
先
に
引
い
た
大
西
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
、「
物
語
世
界
と
物
語
世
界
外
と
の
境
界
を
解

体
し
よ
う
と
す
る
」「
虚
構
と
現
実
の
境
界
を
侵
犯
・
解
体
す
る
」
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
本
作
に
お
け
る
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
は
、

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
感
覚
の
謂
い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、「
お
れ
」
は
そ
れ
が
異
常
な
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
影
響
を
受
け
て
同
様
の
感
覚
を
内
面
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

本
作
の
最
後
は
、「
左
様
な
ら
。
お
君
さ
ん
。
で
は
今
夜
も
あ
の
晩
の
や
う
に
、
此
処
か
ら
い
そ
い
そ
出
て
行
つ
て
、
勇
ま
し
く
―
―
批
評
家
に
退
治
さ
れ
て

来
給
へ
」
と
結
ば
れ
る
が
、「
左
様
な
ら
」「
来
給
へ
」
と
虚
構
の
登
場
人
物
に
呼
び
か
け
る
「
お
れ
」
の
あ
り
方
は
、
ま
さ
に
「
不
如
帰
」
の
登
場
人
物
に
手

紙
を
書
い
た
お
君
さ
ん
の
特
殊
な
あ
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
。

西
原
千
博
13 

は
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
作
中
人
物
を
あ
た
か
も
現
実
の
女
性
と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
は
、既
に
作
品
の
中
で
「
お
君
さ
ん
」
が
「
浪
子
夫
人
」
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0

0

0

0

か

九

に
手
紙
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
も
あ
っ
た
」
と
、
端
的
に
「
お
れ
」
と
お
君
さ
ん
の
共
通
点
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
単
に

共
通
し
て
い
る
と
い
う
以
上
の
興
味
深
い
小
説
構
造
上
の
問
題
を
示
し
て
い
よ
う
。

ま
ず
お
君
さ
ん
が
、
自
ら
の
読
む
虚
構
世
界
と
の
間
で
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
感
覚
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
「
お
れ
」
が
お
君
さ
ん
に
対
し

て
「
左
様
な
ら
」
と
呼
び
か
け
て
し
ま
う
よ
う
な
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
感
覚
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
感
覚
は
、
お
君
さ
ん
に
影
響
を
受
け
た
も

の
、
お
君
さ
ん
か
ら
伝
染
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
「
お
れ
」
が
お
君
さ
ん
に
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
登

場
人
物
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
語
り
手
の
あ
り
方
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
基
礎
を
な
す
典
型
的
な
関
係
に
ほ
か
な
ら
ず
、
お

君
さ
ん
の
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、影
響
を
受
け
る
前
か
ら
「
お
れ
」
自
身
が
あ
る
程
度
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」

で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
そ
示
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、「
お
れ
」
は
、
自
ら
が
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
感
覚
を
具
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
お
君
さ
ん
を
「
サ

ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
感
覚
の
持
ち
主
と
し
て
造
形
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
に
本
作
は
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
重
層
的
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
大
西
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、〈
売
文
〉

と
い
う
売
れ
っ
子
作
家
芥
川
の
個
人
的
な
事
情
が
召
還
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、そ
こ
だ
け
に
還
元
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、む
し
ろ
「
サ

ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
＝
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
虚
構
一
般
に
つ
い
て
の
問
題
が
、
物
語
外
と
物
語
内
を
貫
い
て
作
品
を
構
造
化
し
て
い
る
こ
と
を
捉

え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
現
実

－

虚
構
の
階
層
構
造
の
解
体

こ
れ
が
芥
川
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
他
に
も
、
虚
構
の
物
語
と
、
そ
れ
を
虚
構
と
み
な
す
現
実
の
階
層
構
造
が
解
体
さ
れ
る
よ
う

な
作
品
を
継
続
的
に
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

ま
ず
、「
葱
」
と
同
様
に
作
中
作
の
登
場
人
物
に
没
入
し
、
現
実
の
人
物
の
よ
う
に
遇
す
る
人
物
が
主
人
公
と
な
る
作
品
と
し
て
「
片
恋
」（『
文
章
世
界
』

大
正
六
年
十
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
お
徳
と
い
う
女
中
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
で
し
か
会
え
な
い
活
動
写
真
の
俳
優
に
恋
を
す
る
の
だ
が
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
存
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在
に
「
語
を
か
け
」
た
い
と
熱
望
し
、
演
技
の
仕
草
を
自
分
へ
の
挨
拶
で
あ
る
と
解
釈
し
、
物
語
内
の
恋
愛
に
本
気
で
嫉
妬
を
す
る
。
そ
の
よ
う
な
お
徳
に
対

し
て
周
囲
は
、
本
当
は
現
実
の
誰
か
に
恋
を
し
て
い
る
の
を
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
に
そ
う
振
る
舞
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
常
識
的
な
解
釈
を

与
え
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
で
も
解
釈
し
な
け
れ
ば
異
常
と
見
な
す
よ
り
な
い
お
徳
の
特
殊
な
あ
り
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
葱
」
の

言
葉
で
言
え
ば
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

「
片
恋
」
と
同
じ
月
に
発
表
さ
れ
た
「
黄
粱
夢
」（『
中
央
文
学
』
大
正
六
年
十
月
）
は
、「
邯
鄲
の
枕
」
な
ど
の
名
で
よ
く
知
ら
れ
る
中
国
の
故
事
を
元
に
し

て
、
こ
の
世
が
実
は
夢
と
は
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
仙
人
に
思
い
知
ら
さ
れ
た
主
人
公
が
「
夢
だ
か
ら
、
猶
生
き
た
い
の
で
す
。
あ
の
夢
が
さ
め
た
や

う
に
、
こ
の
夢
も
さ
め
る
時
が
来
る
で
せ
う
。
そ
の
時
が
来
る
ま
で
の
間
、
私
は
真
に
生
き
た
と
云
へ
る
程
生
き
た
い
の
で
す
」
と
答
え
る
結
末
を
用
意
し
た

話
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
現
実
の
確
か
さ
が
剥
奪
さ
れ
た
「
夢
」
が
、
だ
か
ら
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
い
う
逆
説
に
よ
っ
て
擁
護
さ
れ
、
価
値
の
転
倒
が
試
み
ら

れ
て
お
り
、現
実
と
非
現
実
の
転
倒
と
い
う
意
味
で
は「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
リ
ズ
ム
」と
通
底
す
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
の
少
し
後
に
発
表
さ
れ
る「
西
郷
隆
盛
」

（『
新
小
説
』
大
正
七
年
一
月
）
は
、「
唯
如
何
に
も
あ
り
さ
う
な
、
美
し
い
歴
史
」
が
「
嘘
の
な
い
歴
史
」
よ
り
も
価
値
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
南

瓜
」（『
読
売
新
聞
』
日
曜
付
録
、
大
正
七
年
二
月
二
十
四
日
）
で
は
、
い
か
に
も
虚
構
的
な
人
物
が
、
そ
の
虚
構
性
ゆ
え
に
、
現
実
的
な
価
値
の
欠
如
と
い
う

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
反
転
さ
せ
、
現
実
と
虚
構
の
価
値
の
階
層
性
を
解
体
す
る
14 

。
こ
う
し
た
作
品
群
で
共
通
し
て
追
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
に
対

し
て
劣
位
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
虚
構
が
、現
実
に
拮
抗
す
る
意
味
を
帯
び
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
サ
ン
テ
イ
マ
ン
タ
ア
ル
」
な
感
覚
で
あ
り
、

常
識
を
逸
脱
し
た
、
ふ
ざ
け
た
も
の
、
遊
戯
的
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
家
の
文
学
的
な
営
み
と
し
て
は
、
継
続
的
に
追
究
さ
れ
、
執
着
さ
れ

た
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

嘘
や
夢
、
虚
構
の
価
値
を
現
実
よ
り
も
重
ん
じ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
越
え
て
、
実
際
に
虚
構
が
現
実
を
塗
り
替
え
て
い
く
と
い
う
筋
の
作
品
も
芥
川
は
書

い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
貉
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
六
年
三
月
十
一
日
）
で
は
、
娘
が
男
と
の
逢
い
引
き
を
親
に
隠
す
た
め
に
、
男
の
声
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

と
き
に
貉
が
人
に
化
け
た
声
だ
と
嘘
を
つ
い
た
結
果
、
誰
も
が
そ
れ
を
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
で
貉
が
人
を
化
か
す
よ
う
に
な
り
、
い
つ
か
娘
さ
え
も
貉

に
化
か
さ
れ
る
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。「
龍
」（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
五
月
）
も
こ
の
モ
チ
ー
フ
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
龍

が
昇
る
と
い
う
嘘
の
立
て
札
を
一
人
の
僧
が
立
て
た
結
果
、
人
々
が
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、
多
く
の
人
々
と
と
も
に
僧
自
身
も
龍
の
昇
天
を
目
撃
す
る
。
両
作
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か

一
一

品
の
共
通
点
は
、「
我
々
に
と
つ
て
、
す
べ
て
あ
る
と
云
ふ
事
は
、
畢
竟
す
る
に
唯
あ
る
と
信
ず
る
事
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」（
貉
）
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
認エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
カ
ル
・
タ
ー
ン

識
論
的
転
回
（
い
わ
ゆ
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
）
だ
が
、「
あ
る
と
信
ず
る
」
こ
と
の
起
源
は
、「
貉
」
に
お
い
て
も
「
龍
」
に
お
い
て
も
、
言
葉
と
し

て
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
言リ
ン
ギ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
タ
ー
ン

語
論
的
転
回
の
よ
う
な
も
の
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
時
点
で
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
認

識
さ
れ
て
い
た
り
嘘
で
あ
っ
た
り
し
た
と
し
て
も
、
ひ
と
た
び
言
葉
と
し
て
発
し
た
瞬
間
か
ら
、
そ
れ
が
現
実
自
体
を
塗
り
替
え
る
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
と
い

う
力
学
が
こ
こ
で
は
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
龍
」
に
つ
い
て
は
、
作
家
自
身
が
真
摯
に
取
り
組
ま
な
か
っ
た
―
―
い
わ
ば
不
真
面
目
な
―
―
失
敗
作
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
文
章
を
残
し

て
い
る
15 

た
め
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
芥
川
の
継
続
的
な
テ
ー
マ
に
と
っ
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
16 
の
で
詳
細
は
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
言
葉
は
常
に
信
じ
ら
れ
る
可
能
性
を
持
ち
、
信
じ
ら
れ
た
も

の
は
現
実
自
体
を
塗
り
替
え
る
強
度
を
持
つ
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
問
題
が
、
こ
う
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
作
品
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
こ
と
に
注
意

し
て
お
き
た
い
。
不
真
面
目
な
知
的
遊
戯
と
も
見
な
さ
れ
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
作
品
だ
が
、
逆
に
芥
川
に
お
い
て
例
外
的
に
切
実
な
テ
ー
マ
を
託
し
た

と
さ
れ
る
、〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
系
譜
の
基
礎
も
ま
た
、
同
じ
問
題
を
共
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
、〈
神
聖
な
愚
人
〉
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
系
譜
は
、
通
常
の
常
識
的
な
判
断
を
欠
い
た
〈
神
聖
な
愚
人
〉
が
、
独
自
の
信
仰
を
持
ち
、
他
の
人
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
物
語
を
信

じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
傍
か
ら
見
れ
ば
悲
惨
な
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
り
す
る
も
の
の
、
あ
る
観
点
か
ら
は
祝
福
さ
れ
救
済
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
パ
タ
ー
ン
の

作
品
群
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
他
の
視
点
か
ら
は
現
実
で
は
な
い
と
貶
め
ら
れ
る
物
語
が
、
信
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
人
に
と
っ
て
は
現
実
を
塗
り

替
え
、
あ
る
い
は
拮
抗
す
る
強
度
を
持
つ
も
の
と
な
る
と
い
う
の
は
、
右
に
見
て
き
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
作
品
と
共
通
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
こ
こ
で
は
〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
系
譜
の
中
で
も
最
も
有
名
な
作
品
の
一
つ
「
南
京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。
梅
毒
に
か
か
っ
た
私
娼
の
金
花
は
、客
に
病
気
を
移
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
が
、あ
る
日
訪
ね
て
き
た
、十
字
架
に
彫
ら
れ
た
「
基
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督
」
の
顔
に
生
き
写
し
の
外
国
人
と
一
夜
を
と
も
に
し
て
し
ま
う
。
そ
の
晩
金
花
は
、
そ
の
外
国
人
が
「
基
督
」
と
し
て
金
花
に
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
夢
を

見
る
が
、
朝
に
な
る
と
外
国
人
は
消
え
て
お
り
、
梅
毒
の
症
状
が
消
え
て
い
た
こ
と
か
ら
、
金
花
は
そ
の
外
国
人
が
基
督
だ
っ
た
の
だ
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
外
国
人
は
実
は
た
だ
の
悪
人
で
、
梅
毒
を
移
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
日
本
人
旅
行
家
が
、
後
日
、
金
花
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
る
。
日

本
人
が
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
こ
と
を
躊
躇
い
つ
つ
病
状
を
聞
く
と
、
金
花
は
晴
れ
晴
れ
と
し
て
、
一
度
も
症
状
が
再
発
し
て
い
な
い
と
返
事
を
す
る
。

金
花
が
外
国
人
に
体
を
任
せ
た
と
い
う
出
来
事
は
、
た
と
え
ば
「
混
血
児
に
〈
キ
リ
ス
ト
〉
を
見
出
し
思
わ
ず
体
を
許
す
17 

」「
け
な
げ
な
決
心
を
捨
て
て

外
国
人
に
身
を
任
せ
た
18 
」
と
い
う
よ
う
に
、
金
花
自
身
の
意
向
に
反
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
通
例
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
見

落
と
さ
れ
て
い
る
金
花
自
身
の
積
極
性
を
、
最
も
繊
細
に
読
み
取
っ
て
い
る
の
は
、
三
好
行
雄
19 

で
あ
ろ
う
。

未
知
の
外
国
人
が
受
難
の
キ
リ
ス
ト
に
〈
生
き
写
し
〉
で
あ
る
の
を
発
見
し
た
と
き
、
あ
れ
ほ
ど
頑
く
な
に
拒
ん
で
い
た
金
花
は
た
だ
恍
惚
の
間
に
、〈
燃

え
る
や
う
な
…
…
始
め
て
知
つ
た
恋
愛
の
歓
喜
〉
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
、
か
れ
を
受
け
入
れ
る
。
陰
鬱
な
現
実
の
な
か
で
、
み
ず
か
ら
染
め
だ
し
た
仮
構
の

神
話
に
、
ひ
た
む
き
に
走
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。

金
花
が
身
を
ゆ
だ
ね
た
の
は
、
必
ず
し
も
外
国
人
の
強
引
さ
に
で
は
な
く
、
金
花
自
身
の
「
恋
愛
の
歓
喜
」
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
金
花
は
受
動
的
な
だ
け

で
は
な
く
自
身
の
欲
望
に
よ
っ
て
積
極
的
に
外
国
人
と
一
夜
を
過
ご
す
こ
と
を
選
ん
で
い
る
面
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
意
外
に
も
見
落
と
さ
れ
や
す
い

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
「
み
ず
か
ら
染
め
だ
し
た
仮
構
の
神
話
に
、
ひ
た
む
き
に
走
り
こ
ん
で
い
っ
た
」
と
い
う
三
好
の
解
釈
は
、
的
確
に
本
作
の
含
み

を
言
い
当
て
て
い
る
。「
南
京
の
基
督
」
に
お
け
る
金
花
の
積
極
性
に
つ
い
て
は
他
の
大
き
な
問
題
も
含
む
た
め
別
稿
を
用
意
し
て
い
る
が
、〈
神
聖
な
愚
人
〉

に
お
け
る
主
人
公
の
欲
望
の
問
題
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
創
作
の
欲
望
の
問
題
と
同
じ
問
題
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い

前
節
で
見
た
、「
龍
昇
ら
ん
ず
る
な
り
」
と
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
本
当
に
龍
が
昇
る
（
か
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
が
起
こ
る
）「
龍
」
と
、「
基
督
」
と
の

出
会
い
と
い
う
自
ら
仮
構
し
た
神
話
を
信
じ
た
こ
と
に
よ
っ
て
梅
毒
が
完
治
す
る
（
か
の
よ
う
に
見
え
る
現
象
が
起
こ
る
）「
南
京
の
基
督
」
と
の
間
に
は
、

不
真
面
目
、
切
実
と
い
う
表
面
的
な
印
象
の
差
ほ
ど
の
径
庭
は
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。「
龍
」
で
は
立
て
札
が
嘘
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
そ
の
結
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切
実

0

0

か
、
不
真
面
目

0

0

0

0

か

一
三

果
昇
っ
た
と
認
知
さ
れ
た
龍
の
存
在
が
何
な
の
か
が
議
論
さ
れ
る
末
尾
を
置
い
て
お
り
、「
南
京
の
基
督
」
で
は
、
金
花
の
信
じ
る
「
基
督
」
が
悪
漢
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
日
本
人
が
登
場
し
、
相
対
化
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
虚
構
の
中
で
虚
構
が
扱
わ
れ
、
そ
の
強
度
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
点
で
、
虚

構
論
、
一
種
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
一
見
不
真
面
目
さ
に
見
え
る
作
品
群
と
、
切
実
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
き
た
作
品
群
は
い
ず
れ
も
、
芥

川
に
よ
っ
て
継
続
的
に
追
究
さ
れ
た
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
に
基
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
も
う
一
つ
、象
徴
的
な
作
品
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。「
仙
人
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
十
一
年
四
月
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
仙
人
に
な
り
た
い
と
言
っ

て
口
入
れ
屋
を
訪
ね
た
田
舎
者
の
権
助
を
、
仙
人
に
し
て
や
る
と
医
者
の
女
房
が
騙
し
て
二
十
年
間
無
賃
で
労
働
さ
せ
る
。
約
束
通
り
仙
人
に
し
て
く
れ
と
迫

る
権
助
に
、
女
房
は
木
に
登
っ
て
手
を
離
せ
ば
よ
い
と
そ
そ
の
か
す
が
、
両
手
を
話
し
た
瞬
間
、
権
助
は
昇
天
し
て
い
く
。
常
識
的
に
は
、
死
ぬ
と
い
う
意
味

で
ま
さ
に
昇
天
す
る
は
ず
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
仙
人
に
な
っ
て
空
へ
昇
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

常
識
的
な
判
断
力
を
欠
き
、
現
実
に
は
不
幸
な
境
遇
と
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
信
仰
の
一
点
に
よ
っ
て
最
後
に
救
済
さ
れ
る
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
と
い

う
点
で
は
、「
仙
人
」
は
典
型
的
な
〈
神
聖
な
愚
人
〉
も
の
の
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
作
は
こ
の
系
譜
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
見
過
ご
さ
れ
や
す

い
20 

と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
権
助
は
自
分
が
仙
人
に
な
れ
る
と
い
う
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
基
督
」
や
仏
と
い
っ
た
自
分

以
外
の
超
越
的
存
在
を
信
じ
て
い
る
の
と
は
異
質
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
作
品
の
短
さ
や
落
語
や
講
談
を
思
わ
せ
る
「
で
す
」

「
ま
す
」
調
の
軽
い
文
体
、
す
な
わ
ち
、
い
か
に
も
不
真
面
目
な
印
象
を
与
え
る
特
徴
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
本
作
は
、
芥
川
に
お

い
て
不
真
面
目
さ
と
〈
神
聖
な
愚
人
〉
モ
チ
ー
フ
の
切
実
さ
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
す
作
品
と
言
え
る
。

「
仙
人
」
は
「
貉
」
や
「
龍
」
と
同
じ
く
、「
嘘
か
ら
出
た
ま
こ
と
」
の
話
型
で
も
あ
る
が
、権
助
が
信
じ
た
の
は
、医
者
の
妻
の
悪
意
あ
る
嘘
だ
け
で
は
な
い
。

権
助
が
仙
人
に
な
る
た
め
の
就
職
先
を
求
め
る
言
動
を
具
体
的
に
始
め
た
の
は
、
作
品
の
序
盤
で
「
万
口
入
れ
所
と
書
い
て
あ
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
？　

万

と
云
ふ
か
ら
は
何
事
で
も
、口
入
れ
を
す
る
の
が
ほ
ん
た
う
で
す
。そ
れ
と
も
お
前
さ
ん
の
店
で
は
暖
簾
の
上
に
、嘘
を
書
い
て
置
い
た
つ
も
り
な
の
で
す
か
？
」

と
あ
る
よ
う
に
、
も
と
は
「
万
口
入
れ
所
」
と
い
う
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
た
レ
ト
リ
カ
ル
な
表
現
を
文
字
通
り
信
じ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
。
番
頭
も
そ

の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
応
答
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
権
助
は
こ
の
医
者
の
と
こ
ろ
に
紹
介
さ
れ
、
本
当
に
そ
こ
で
仙
人
に
な
る
と
い
う
経
緯
で
あ
っ
た
。

注
意
し
た
い
の
は
、「
龍
」「
貉
」
な
ど
で
は
「
ま
こ
と
」
を
生
む
嘘
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
問
題
が
、
こ
こ
で
は
嘘
だ
け
で
は
な
い
、
レ
ト
リ
ッ
ク
・
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

一
四

表
現
全
体
の
問
題
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
作
は
、〈
神
聖
な
愚
人
〉も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、虚
構
論
と
し
て
の
メ
タ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
ま
た
言
語
論
と
い
う
性
質
も
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
言
語
表
現
全
体
に
関
わ
る
問
題
か
ら
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

も
、〈
神
聖
な
愚
人
〉
の
系
譜
も
産
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
〈
神
聖
な
愚
人
〉
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
共
通
の
モ
チ
ー
フ
を
把
握
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
方
も
ま
た
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な

い
。〈
神
聖
な
愚
人
〉
は
、
決
し
て
自
分
は
そ
の
よ
う
に
コ
ミ
ッ
ト
し
得
な
い
信
仰
の
問
題
と
し
て
憧
れ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ

こ
か
ら
導
か
れ
る
洞
察
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
芥
川
は
、
虚
構
が
現
実
で
は
な
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
そ
れ
で
も
現
実
を
規
定
す
る
強
度
を
持
ち
得
る
と
い
う
発

想
に
、
自
身
の
創
作
に
お
い
て
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
〈
神
聖
な
愚
人
〉
に
も
派
生
し
て
い
く
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ

う
し
た
芥
川
自
身
の
虚
構
へ
の
執
着
が
、
あ
る
種
の
愚
か
さ
で
あ
る
こ
と
を
芥
川
自
身
も
十
分
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
愚
か
で
あ
る
こ

と
を
知
り
つ
つ
も
芥
川
に
と
っ
て
は
切
実
に
追
究
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
芥
川
の
作
品
が
表
面
的
な
印
象
と
し
て

与
え
る
切
実
さ
と
不
真
面
目
さ
の
振
幅
か
ら
は
、
そ
れ
が
表
裏
を
な
す
、
こ
の
よ
う
な
芥
川
固
有
の
文
学
的
モ
チ
ー
フ
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

注１　

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
）

２　

宮
本
顕
治
「「
敗
北
」
の
文
学
」（『
改
造
』
昭
和
四
年
八
月
）

３　

長
野
甞
一
『
芥
川
龍
之
介
と
古
典
』（
勉
誠
出
版
、
平
成
十
六
年
一
月
）

４　

宮
坂
覺
「
芥
川
文
学
に
お
け
る
〈
聖
な
る
愚
人
〉
の
系
譜
」（『
文
芸
と
思
想
』
昭
和
五
十
二
年
三
月
）

５　

西
原
千
博
「『
葱
』
試
解
―
作
品
を
飛
び
出
す
作
中
人
物
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
平
成
八
年
十
一
月
）

６　

筒
井
康
隆
『
着
想
の
技
術
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
八
年
一
月
）

７　

大
西
永
昭「
芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の〈
売
文
〉状
況
―
―「
書
く
こ
と
が
な
い
」こ
と
を
書
く
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（『
語
文
と
教
育
』平
成
二
十
二
年
八
月
）

８　

小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
〈
神
聖
な
愚
人
〉
考
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
平
成
二
十
三
年
三
月
）

９　

た
と
え
ば
友
田
悦
生
「
葱
」『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』（
勉
誠
出
版
、平
成
十
二
年
六
月
）。
友
田
は
芥
川
研
究
者
の
中
で
も
最
も
現
代
思
想
に
精
通
し
て
い
る
一
人
だ
が
、
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切
実

0

0

か
、
不
真
面
目

0

0

0

0

か

一
五

そ
の
友
田
で
さ
え
こ
う
し
た
事
典
企
画
の
中
で
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
無
視
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
芥
川
研
究
の
状
況
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

10　

大
西
永
昭「
芥
川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の〈
売
文
〉状
況
―
―「
書
く
こ
と
が
な
い
」こ
と
を
書
く
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（『
語
文
と
教
育
』平
成
二
十
二
年
八
月
）

11　

大
西
永
昭
「
戦
略
と
し
て
の
〈
売
文
〉
小
説
―
―
芥
川
龍
之
介
「
葱
」
試
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
十
一
年
五
月
）

12　

芥
川
に
は
「
葱
」
と
と
も
に
狭
義
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
「
三
つ
の
宝
」（『
良
婦
之
友
』
大
正
十
一
年
二
月
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
詳
細

な
分
析
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

13　

西
原
千
博
「『
葱
』
試
解
―
作
品
を
飛
び
出
す
作
中
人
物
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
平
成
八
年
十
一
月
）

14　

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
「
南
瓜
」
論
―
―
虚
構
の
否
定
性
の
反
転
」（『
第
９
回
国
際
芥
川
龍
之
介
学
会
ス
ロ
ベ
ニ
ア
大
会
発
表
論
文
集
』

平
成
二
十
六
年
八
月
）
で
も
論
じ
た
。

15　
「
芸
術
そ
の
他
」（『
新
潮
』
大
正
八
年
十
一
月
）
に
「
自
動
作
用
が
始
ま
つ
た
ら
、
そ
れ
は
芸
術
家
と
し
て
の
死
に
瀕
し
た
も
の
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
自
身
「
龍
」

を
書
い
た
時
は
、
明
に
こ
の
種
の
死
に
瀕
し
て
ゐ
た
」
と
あ
る
。

16　

小
谷
瑛
輔
「
芥
川
龍
之
介
「
龍
」
論
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
平
成
二
十
五
年
九
月
）

17　

宮
坂
覚
「
芥
川
文
学
に
お
け
る
〈
聖
な
る
愚
人
〉
の
系
譜
―
そ
の
序
章
」（『
文
芸
と
思
想
』
昭
和
五
十
二
年
三
月
）

18　

細
川
正
義
「
南
京
の
基
督
」（『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』
勉
誠
出
版
、
平
成
十
二
年
六
月
）

19　

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
一
年
九
月
）

20　

た
と
え
ば
最
初
に
〈
聖
な
る
愚
人
〉
と
呼
ん
で
こ
の
系
譜
を
網
羅
し
よ
う
と
試
み
た
宮
坂
覺
の
前
掲
論
は
、
こ
の
作
品
を
系
譜
の
中
に
加
え
て
い
な
い
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
近
代
文
学
会
北
陸
支
部
例
会
（
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
）
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
ご
教
示
頂
い
た
方
々
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。
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