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一
「
人
間
」
昭
和
二
十
三
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
三
月
発
行

の
単
行
本
『
微
笑
』（
斎
藤
書
店
）
に
収
録
さ
れ
た
「
微
笑
」
は
、
横

光
利
一
が
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
日
に
亡
く
な
っ
た
後
に
公
開

さ
れ
た
生
前
未
発
表
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
の
作
家
的
生
涯
の

掉
尾
を
飾
る
完
成
度
の
高
い
小
説
と
し
て
、
史
実
の
考
証
、
同
時
代

作
品
と
の
比
較
、
語
り
の
構
造
、
出
版
検
閲
な
ど
の
様
々
な
角
度
か

ら
注
目
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

横
光
の
門
下
に
い
た
松
本
美
樹
の
回
想
に
よ
れ
ば
、「
私
が
、
師
か

ら
機
会
あ
る
ご
と
に
訓
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
ば
は
、「
鳥
飛
ん
で

鳥
に
似
た
り
。」
と
、「
わ
れ
有
る
に
非
ざ
れ
ど
こ
の
痛
み
ど
こ
よ
り

来
る
か
。」
で
あ
つ
た
。
奇
し
く
も
師
が
逝
か
れ
た
そ
の
日
、
シ
ベ

リ
ア
で
戴
い
た
そ
の
葉
書
に
も
こ
の
言
葉
が
認
め
ら
れ
て
あ
つ
た
。

そ
れ
か
ら
十
一
个
月
し
て
還
つ
て
来
た
私
は
、「
微
笑
」
の
中
に
そ
の

二
つ
共
の
こ
と
ば
を
読
み
、
た
う
と
う
書
か
れ
て
了
つ
た
と
い
ふ
思

ひ
だ
つ
た⎠

1
⎝

」と
い
う
。
こ
の
証
言
を
裏
付
け
る
か
の
ご
と
く
、「
微
笑
」

に
出
て
く
る
「
わ
れ
有
る
に
非
ざ
れ
ど
、
こ
の
痛
み
ど
こ
よ
り
来
る

か
」「
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
」
と
い
っ
た
︿
禅
﹀
の
文
句
は
、『
旅
愁
』

や
『
夜
の
靴
』
な
ど
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、︿
禅
﹀
の
問
題

に
は
晩
年
の
横
光
の
深
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
北
川
冬
彦
も
、
横
光
は
亡
く
な
る
少
し
前
に
「
日
本
は

『
禅
』
と
い
ふ
立
派
な
思
想
が
あ
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に

つ
い
て
「
誰
も
う
ん
と
も
す
ん
と
も
云
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
沈

痛
な
面
持
ち
で
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
回
想
し
て
い
る⎠

2
⎝

。

こ
の
点
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
、横
光
が
道
元
の
思
想
を「
自

横
光
利
一
の
戦
後
と
道
元
禅

│
小
説
「
微
笑
」
を
中
心
に
│

邵　
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ら
の
反
物
質
・
反
実
証
・
反
法
則
の
立
場
に
合
致
し
た
教
え
」
と
し

て
理
解
し
て
い
た
と
い
う
中
村
三
春
氏
の
観
点⎠

3
⎝

と
、
横
光
が
戦
後
に

お
い
て
「
激
化
す
る
左
右
両
翼
の
対
立
の
抜
け
道
と
し
て
禅
の
伝
統

を
付
置
し
」、
そ
こ
に
は
「
東
西
の
思
想
、
宗
教
の
対
立
を
も
包
摂

す
る
︿
日
本
﹀
古
来
の
伝
統
と
し
て
古
神
道
を
称
揚
し
た
、
戦
時
下

の
思
索
と
の
相
似
形
」
が
見
て
取
れ
る
、
と
い
う
山
本
亮
介
氏
の
指

摘⎠
4
⎝

が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
具
体
的
な
作
品
と
結
び
つ
け
て
、
横
光
に
お

け
る
道
元
禅
の
モ
チ
ー
フ
の
変
遷
と
そ
の
意
義
を
解
明
す
る
研
究
は

十
分
と
は
言
え
ず
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
以
下
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
と
の
関
連

性
と
い
う
観
点
か
ら
、「
微
笑
」
以
外
の
作
品
や
言
説
な
ど
も
参
照
し

な
が
ら
、「
微
笑
」
に
見
ら
れ
る
︿
狂
気
﹀
と
︿
追
憶
﹀
の
フ
ァ
ク
タ

ー
は
道
元
の
思
想
に
因
ん
だ
設
定
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
横
光
の
戦
後

意
識
が
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
て
み
た
い
。

例
え
ば
丸
谷
才
一
が
「
日
本
の
伝
統
と
か
東
洋
の
詩
心
と
か
い
う

類
の
こ
と
を
強
調
し
た
横
光
が
、
果
し
て
ど
れ
だ
け
具
体
的
に
日
本

や
東
洋
と
つ
き
あ
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
案
外
、
単
な
る
西
洋
へ

の
対
抗
意
識
の
あ
ら
わ
れ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か⎠

5
⎝

」
と
、

横
光
の
東
洋
的
感
性
の
欠
如
を
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
申
し
子
と
も
言
え
る
横
光
の
「
伝
統
」
へ
の
関
心
は
し
ば
し
ば
、

本
質
的
な
理
解
を
伴
わ
な
い
空
虚
な
も
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
国
粋

主
義
や
軍
国
主
義
へ
の
同
調
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
横
光
が

道
元
の
教
え
に
傾
倒
し
て
い
た
の
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
大
東
亜
戦

争
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
乗
っ
て
い
た
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
、

と
の
批
判
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
横
光
と
道
元

禅
の
出
会
い
は
、
彼
の
固
有
の
創
作
観
や
問
題
意
識
に
根
ざ
す
内
的

必
然
性
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

横
光
の
疎
開
日
記
風
小
説
、『
夜
の
靴
』（
鎌
倉
文
庫
、
昭
和
二
十
二

年
十
一
月
）
に
お
い
て
、
彼
の
分
身
た
る
語
り
手
「
私
」
は
、「
道
元

の
「
心
不
可
得
」
の
部
を
読
む
。
岩
波
版
の
衛
藤
氏
編
中
の
も
の
だ
」

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
横
光
が
戦
後
に
疎
開
先
で
実
際
に
読
ん
で

い
た
衛
藤
即
応
編
の
岩
波
文
庫
版
『
正
法
眼
蔵
』（
上
中
下
三
巻
、
岩

波
書
店
、
昭
和
十
四
、
十
七
～
十
八
年
）
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、「
中

央
公
論
」
昭
和
九
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
記
」（
の
ち
に
「
日

記
一
」
と
改
題
し
『
覚
書
』（
沙
羅
書
店
、
昭
和
十
年
六
月
）
に
収
録
）
に

お
い
て
、「
永
平
寺
を
起
し
た
道
元
の
、
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
、
魚

行
き
て
魚
に
似
た
り
。
と
い
ふ
有
名
な
句
も
、
法
則
と
趣
味
と
の
関

係
を
説
い
た
も
の
と
見
て
も
良
か
ら
う
」
と
い
っ
た
記
述
が
す
で
に

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
実
は
横
光
は
戦
後
を
待
た

ず
し
て
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
、
岩
波
文
庫
版
以
前
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

の
『
眼
蔵
』
を
通
し
、
道
元
の
思
想
に
関
心
を
持
ち
始
め
て
い
た
の

で
あ
る⎠

6
⎝

。
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『
眼
蔵
』
の
内
容
を
彼
は
ど
の
よ
う
に
ど
の
程
度
ま
で
理
解
し
て

い
る
の
か
を
考
え
る
と
き
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、「
北
京

と
巴
里
（
覚
書
）」（「
改
造
」
昭
和
十
四
年
二
月
）
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
東
洋
人
の
心
の
原
点
と
な
つ
て
来
た
も
の
は
、
西

洋
の
原
点
と
も
言
ふ
べ
き
、「
わ
れ
想
ふ
故
に
わ
れ
在
る
」
心
の

や
う
な
批
評
的
な
図
式
が
あ
つ
た
の
だ
ら
う
か
。
こ
れ
の
善
悪

は
と
も
か
く
と
し
て
、
文
学
の
問
題
と
し
て
見
れ
ば
、
道
元
の

「
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
。」
と
い
ふ
が
ご
と
き
、ま
た
馬
祖
の
、

「
わ
れ
在
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
、
こ
の
痛
み
い
づ
こ
よ
り
来
る
。」

と
い
ふ
が
ご
と
き
は
、
電
流
の
や
う
に
時
間
の
単
位
と
も
い
ふ

べ
き
時
空
一
如
の
流
れ
る
零
点
の
上
に
、
す
べ
て
在
る
物
を
あ

ら
し
め
よ
う
と
し
た
自
由
奔
放
な
原
点
と
し
て
、
東
洋
人
は
す

で
に
こ
れ
を
設
定
し
て
ゐ
た
や
う
に
見
え
る⎝
７
⎠。

「
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
」
の
出
典
は
『
正
法
眼
蔵
』「
坐
禅
箴
」

の
巻
の
「
水
清
徹
地
兮
、
魚
行
似
レ
魚
。
空
闊
透
天
兮
、
鳥
飛
如
レ

鳥⎝
８
⎠」で
、直
訳
す
れ
ば
、「
水
が
清
ん
で
地
に
徹
っ
て
い
て
、（
そ
の
中
を
）

魚
は
泳
い
で
、
魚
そ
の
も
の
で
あ
る
。
空
は
闊
く
天
に
透
り
ぬ
け
て

い
て
、（
そ
の
中
を
）
鳥
は
飛
ん
で
、
鳥
そ
の
も
の
で
あ
る⎝
９
⎠」
と
い
う

意
味
に
な
る
。「
鳥
」
と
「
空
」
の
関
係
に
つ
い
て
、
道
元
は
「
空

の
飛
去
す
る
と
き
、
鳥
も
飛
去
す
る
な
り
。
鳥
の
飛
去
す
る
に
、
空

も
飛
去
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
森
本
和

夫
氏
が
「「
空
」
と
「
鳥
」
と
の
別
け
隔
て
は
無
い
の
で
あ
る
。「
鳥
」

は
「
空
」
そ
の
も
の
に
成
り
切
っ
て
い
る
の
だ⎠

₁₀
⎝

」
と
解
説
し
て
い
る

通
り
、「
鳥
」（「
主
体
」）
と
「
空
」（「
空
間
」）
は
同
一
の
関
係
に
あ
り
、

両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
と
し
て
切
り
離
し
て
扱
う
考
え
方
は
根

本
的
に
間
違
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
「
主
体
」
＝
「
空
間
」
と
い
う
観
点
を
、
さ
ら
に
道

元
が
「
有う

時じ

」
の
巻
で
打
ち
出
し
て
い
る
「
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有

は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
々
な
り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な

り
」（「
時
は
即
ち
存
在
で
あ
り
存
在
は
す
べ
て
時
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
我

が
実
存
は
時
で
あ
る
、
吾
有
時
で
あ
る⎠

₁₁
⎝

」）
と
の
存
在
論
的
な
時
間
論
と

結
び
つ
け
て
み
れ
ば
、「
主
体
」が「
有
る

0

0

」と
い
う「
こ
と

0

0

」（「
存
在
」）

は
す
な
わ
ち
「
空
間
」
で
あ
り
、「
時
間
」
で
も
あ
る
と
い
う
道
元
の

時
空
観
の
輪
郭
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、「
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
」
と
い
う
言
葉

に
は
、「
電
流
の
や
う
に
時
間
の
単
位
と
も
い
ふ
べ
き
時
空
一
如
の
流

れ
る
零
点
の
上
に
、す
べ
て
在
る
物
を
あ
ら
し
め
よ
う
」
と
す
る
「
東

洋
」的
思
考
法
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
横
光
の
指
摘
は
、『
眼
蔵
』

の
正
統
的
な
解
釈
を
正
確
に
踏
ま
え
た
も
の
と
言
え
る
。
道
元
の
考

え
る
「
時
」
と
い
う
も
の
は
、「
過
去
」「
現
在
」「
未
来
」
の
三
者
の
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連
続
性
が
内
在
す
る
線
状
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
而に

今こ
ん

」す
な
わ
ち
、

永
遠
の
相
が
宿
る
「
い
ま
」
と
い
う
一
瞬
一
瞬
の
積
み
重
ね
で
あ
り
、

微
分
化
さ
れ
た
非
連
続
的
な
時
間
を
指
し
て
い
る
。「
時
間
の
単
位
」

と
い
う
横
光
の
言
い
方
は
、
こ
う
し
た
道
元
の
「
時
間
」
の
特
質
を

適
切
に
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
横
光
が
道
元
禅
に
関
心
を
持
つ
に
至
っ
た
必
然
性
は
一
体
ど
こ
に

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
、
横
光
の
反
自
然
主
義

的
小
説
観
は
道
元
の
思
想
、
特
に
「
夢
中
説
夢
」
の
巻
の
世
界
観
と

か
な
り
接
近
し
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
が
彼
が
戦
後
ま
で
道
元
の
思
想

に
傾
倒
す
る
に
至
っ
た
要
因
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

︿
夢
﹀
は
一
般
的
に
︿
現
実
﹀
の
対
義
的
な
時
空
間
、
幻
想
的
か

つ
不
条
理
な
別
世
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、こ
う
し
た
︿
夢
﹀

と
︿
現
実
﹀
を
二
元
論
的
に
分
裂
さ
せ
て
考
え
る
通
常
の
考
え
方
と

は
異
な
り
、
道
元
は
『
眼
蔵
』「
夢
中
説
夢
」
の
巻
に
お
い
て
、「
夢

こ
れ
尽
大
地
な
り
、
尽
大
地
は
平
な
り
」「
夢
・
覚
も
と
よ
り
如
一

な
り
、
実
相
な
り
」
と
い
う
こ
と
、
砕
い
て
言
え
ば
、︿
夢
﹀
と
︿
現

実
﹀（「
大
地
」）
と
は
互
い
に
別
の
も
の
で
は
な
く
本
質
的
に
同
一
で

あ
り
、「
遍
界
」
即
ち
全
宇
宙
は
そ
も
そ
も
一
つ
の
「
大
夢
」
で
あ
り
、

仏
法
の
裏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

「
迷
い
」
の
「
此
岸
」
か
ら
抜
け
出
し
、「
諸
仏
」（
も
ろ
も
ろ
の
仏
）

の
「
悟
り
」
の
「
彼
岸
」
へ
と
渡
っ
て
往
く
の
が
仏
道
の
目
的
で
あ

る
が
、
我
々
が
生
き
て
い
る
︿
現
実
﹀
は
往
々
に
し
て
「
悟
り
」
の

世
界
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
迷
い
」
に
満
ち
た
虚
妄
な
る
世

界
、
捨
て
る
べ
き
俗
世
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
道
元

の
考
え
は
そ
れ
と
は
お
よ
そ
違
う
も
の
な
の
だ
。
彼
に
よ
る
と
、︿
現

実
﹀
の
対
極
の
境
地
と
し
て
「
諸
仏
」
の
「
悟
り
」
の
世
界
が
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
︿
夢
﹀
＝
︿
現
実
﹀
と
い
う
「
道

場
」
に
お
い
て
し
か
、
覚
者
が
「
悟
り
」
を
会
得
し
仏
法
を
説
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
道
元
の
い
う
︿
夢
中

説
夢
﹀
と
は
、
単
に
字
面
通
り
に
理
解
す
れ
ば
「
虚
妄
の
中
に
虚
妄

を
重
ね
る
」「
迷
い
の
中
に
迷
い
を
さ
ら
に
深
め
る
」
と
い
う
意
味

な
の
で
あ
り
、
実
は
「
悟
り
」（「
実
相
」
す
な
わ
ち
仏
法
の
真
理
）
を

会
得
し
た
覚
者
が
「
悟
り
」
の
中
で
「
悟
り
」
を
語
る
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

︿
夢
﹀
＝
︿
現
実
﹀
＝
「
悟
り
」（
仏
の
世
界
）
と
い
う
道
元
の
主

張
か
ら
、︿
夢
﹀
対
︿
現
実
﹀、「
此
岸
」
対
「
彼
岸
」
と
い
っ
た
対
立

を
批
判
・
止
揚
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
察
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
図

は
、︿
現
実
﹀
か
ら
隔
た
っ
た
全
く
別
の
次
元
の
世
界
な
ど
ど
こ
に
も

あ
り
得
ず
、︿
現
実
﹀
こ
そ
が
人
の
唯
一
無
二
の
居
場
所
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、︿
現
実
﹀
の
生
活
を
い
ず
れ
離
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れ
る
俗
世
と
し
て
蔑
ん
だ
り
避
け
て
通
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、

そ
こ
を
堅
実
に
生
き
、
坐
禅
の
修
行
に
励
む
こ
と
で
「
悟
り
」
を
開

く
べ
き
だ
と
い
う
論
理
を
説
く
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
昭
和
十
四
年
七
月
に
「
文
芸
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
新

幽
霊
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
横
光
は
「
夢
の
中
で
夢
を
説
く
」
の

構
造
を
用
い
て
︿
言
葉
﹀
に
対
す
る
理
解
を
述
べ
て
い
る
。

今
で
は
明
ら
か
に
言
葉
は
行
為
だ
。
ヤ
コ
ブ
や
芭
蕉
の
時
代
よ

り
も
印
刷
機
の
発
達
が
近
代
を
劃
し
た
今
で
は
、
む
し
ろ
言
葉

は
行
為
以
上
の
電
流
の
ご
と
き
も
の
と
な
つ
た
。
こ
の
電
流
の

ご
と
き
世
界
で
人
間
が
人
間
を
再
現
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、

も
早
夢
の
中
に
於
け
る
が
や
う
に
全
く
別
の
醒
め
た
意
識
の
海

中
と
い
ふ
新
し
い
夢
の
中
に
ゐ
る
事
に
な
る
。
近
代
の
戦
争
も

平
和
も
こ
の
新
し
い
夢
の
出
現
し
て
ゐ
る
こ
と
を
気
附
か
ず
し

て
は
解
決
は
つ
か
な
い
。
そ
の
証
拠
に
現
代
の
人
間
は
じ
つ
と

坐
つ
て
ゐ
て
も
、
自
分
が
歩
き
廻
つ
て
ば
か
り
ゐ
る
や
う
に
思

ふ
新
し
い
幽
霊
を
持
つ
て
い
る
。

「
人
間
は
じ
つ
と
坐
つ
て
ゐ
て
も
、
自
分
が
歩
き
廻
つ
て
ば
か
り

ゐ
る
や
う
に
思
ふ
新
し
い
幽
霊
を
持
つ
て
い
る
」
と
い
う
一
文
が
示

す
よ
う
に
、
人
間
に
と
っ
て
、︿
夢
﹀
の
域
か
ら
解
脱
し
た
「
醒
め
た

意
識
」
を
持
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
か
、
あ
る

い
は
、︿
言
葉
﹀
も
含
め
て
人
間
の
営
為
全
般
が
そ
も
そ
も
主
体
の
意

志
の
支
配
か
ら
完
全
に
外
れ
た
一
つ
大
き
な
自
由
奔
放
な
︿
夢
﹀
で

は
な
い
の
か
、
と
い
う
の
が
横
光
が
こ
こ
で
発
し
た
問
い
か
け
で
あ

る
。︿
言
葉
﹀
即
ち
文
学
表
現
も
ま
た
、
表
現
主
体
が
理
知
的
な
意

志
で
制
御
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
人
間
の
現
実
を
あ
り
の
ま

ま
に
「
再
現
」
し
た
り
論
理
的
に
解
析
し
た
り
す
る
た
め
に
の
み
使

わ
れ
る
機
能
的
・
合
理
的
な
道
具
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
「
人
間
」

の
︿
現
実
﹀
と
い
う
大
き
な
︿
夢
﹀
の
中
で
︿
夢
﹀
そ
の
も
の
の
諸

様
態
を
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
、
横
光
が
作
家

と
し
て
生
涯
に
わ
た
っ
て
貫
い
て
き
た
反
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム

の
創
作
観
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
語
る
形
式
」
と
「
語
ら

れ
る
素
材
」
と
の
間
に
主
客
や
上
下
の
差
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、︿
現

実
﹀
と
い
う
︿
夢
﹀
の
中
に
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
両
者
は
全

く
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
横
光
は
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
語
る

側
」（
表
現
形
式
）
と
「
語
ら
れ
る
側
」（
表
現
対
象
）
と
の
関
係
は
、「
Ａ

と
Ｂ
」
の
関
係
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
「
Ａ
と
Ａ分
」
の
関
係
で
も
な

く
、「
Ａ
と
Ａ
」
で
表
記
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
眼
蔵
』
は
一
種
特
異
な
言
語
表
現
を
構
成
し
て
お
り
、
言
語
の

機
能
的
差
異
に
基
づ
い
て
築
か
れ
て
き
た
品
詞
の
分
類
や
語
法
の
常

識
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
、
道
元
の
言
語
表
現
の
奥
義
の
あ
る
こ
と
が
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わ
か
る
。
例
え
ば
、『
眼
蔵
』「
夢
中
説
夢
」
の
巻
に
、「
夢
中
に
あ
ら

ざ
れ
ば
説
夢
な
し
、
説
夢
に
あ
ら
ざ
れ
ば
夢
中
な
し
。
説
夢
に
あ
ら

ざ
れ
ば
諸
仏
な
し
、
夢
中
に
あ
ら
ざ
れ
ば
諸
仏
出
世
し
転
妙
法
輪
す

る
こ
と
な
し
。
そ
の
法
輪
は
、
唯
仏
な
り
与
仏
な
り
、
夢
中
説
夢
な

り
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
が
、森
本
和
夫
氏
の
解
説⎠

₁₂
⎝

に
よ
る
と
、「「
唯

仏
与
仏
」
と
い
う
の
は
、「
た
だ
仏
と
仏
と
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

仏
法
の
真
実
が
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
仏
と
仏
と
の
関
係

に
お
い
て
成
就
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
能
動
者
と
受

動
者
と
い
う
二
元
論
的
な
関
係
は
な
く
、
仏
と
仏
と
の
関
係
、
す
な

わ
ち
、〝
そ
の
も
の
〟
と
〝
そ
の
も
の
〟
と
の
関
係
し
か
無
い
の
だ
。

そ
ん
な
わ
け
で
、「
夢
中
説
夢
な
り
」と
付
け
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
た
、「
夢
」
と
「
夢
」、
す
な
わ
ち
〝
そ
の
も
の
〟
と
〝
そ
の

も
の
〟
と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
要
す
る
に
、「
説
く

夢
」
と
「
説
か
れ
る
夢
」
は
、
同
じ
︿
夢
﹀
の
平
面
上
に
あ
り
、
ま

さ
に
「
Ａ
と
Ａ
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
横
光
の
言
う
︿
夢
﹀
は
、
道
元
が
考
え
る
︿
夢
﹀

の
定
義
と
か
な
り
の
部
分
で
重
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
横
光
の
言

説
に
お
い
て
「
夢
中
説
夢
」
の
巻
に
関
す
る
直
接
的
な
言
及
が
見
当

た
ら
な
い
た
め
、
彼
は
こ
の
巻
を
い
つ
か
ら
、
ど
の
程
度
読
ん
で
い

た
の
か
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ

る
事
象
と
く
に
言
語
表
現
を
︿
夢
﹀
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
点
、
そ

し
て
、「
能
動
者
と
受
動
者
と
い
う
二
元
論
的
な
関
係
」
で
は
な
く
、

「〝
そ
の
も
の
〟
と
〝
そ
の
も
の
〟
と
の
関
係
」
と
し
て
、「
語
る
側
」

と
「
語
ら
れ
る
側
」
と
い
う
両
者
の
関
わ
り
を
認
識
す
る
と
い
う
点

に
お
い
て
、
横
光
の
主
張
は
道
元
の
思
想
と
明
ら
か
に
一
致
し
て
い

る
。
横
光
と
道
元
と
の
出
会
い
は
偶
然
で
は
な
い
。
小
説
を
作
者
の

個
人
的
な
主
義
主
張
し
か
表
現
し
な
い
一
義
的
な
も
の
と
し
て
措
定

し
て
し
ま
う
立
場
に
反
対
す
る
横
光
の
固
有
の
思
想
こ
そ
が
、
道
元

禅
を
受
容
す
る
内
的
必
然
性
を
生
み
出
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
道
元
の
思
想
、
特
に
そ
の
︿
時
間
﹀
に
対
す
る
認
識
に
触

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
横
光
の
小
説
論
は
存
在
論
的
な
深
ま
り
を
見

せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の
決
定
的
な
き
っ
か
け
は
日
本
の
敗

戦
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
で
は
、「
鳥
飛
ん
で
鳥
に
似
た
り
」
と
い
う
言
葉
は
、「
微
笑
」
に
お

い
て
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。栖

方
は
梶
を
相
手
に
、
自
分
自
身
が
か
つ
て
経
験
し
た
「
運
よ
く

生
命
が
助
か
つ
た
と
い
ふ
や
う
な
」「
偶
然
事
」
を
三
個
語
っ
て
聞

か
せ
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
梶
は
特
に
三
つ
目
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
即

ち
栖
方
が
ま
だ
小
学
生
だ
っ
た
頃
の
「
小
鳥
の
話
」
に
興
味
を
惹
か
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れ
て
お
り
、
こ
の
話
こ
そ
が
最
も
「
栖
方
ら
し
」
さ
を
手
際
よ
く
伝

え
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
内
容
を
具
体
的
に
整
理
し
て
お
こ
う
。
栖
方
は
あ
る
日
、
大

雪
の
中
、
母
親
同
伴
で
登
校
す
る
途
中
に
、
一
羽
の
小
鳥
を
「
も
う

摑
ま
る
か
、
も
う
摑
ま
る
か
」
と
し
ば
ら
く
追
い
か
け
て
回
っ
て
い

る
う
ち
に
授
業
に
遅
刻
す
る
の
だ
が
、
そ
の
間
に
、
小
学
校
の
教
室

が
雪
の
重
み
で
潰
れ
て
し
ま
い
、
中
の
生
徒
が
全
員
死
ん
で
し
ま
う

惨
事
が
起
き
た
。
小
鳥
の
飛
び
回
る
姿
が
仮
に
そ
の
時
に
現
れ
な
か

っ
た
ら
、
自
分
の
命
が
助
か
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
栖
方

の
主
張
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
彼
の
追
憶
は
、「
そ
ん
な
鳥
な
ん
か

ど
こ
に
も
ゐ
な
か
つ
た
」と
い
う
母
の
証
言
と
矛
盾
し
て
い
る
た
め
、

小
鳥
の
存
在
は
真
実
な
の
か
、
そ
れ
と
も
栖
方
の
幻
覚
な
の
か
は
判

然
と
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

栖
方
は
ま
た
自
分
が
夢
の
中
で
数
学
の
問
題
を
解
い
た
り
す
る
夢

遊
病
に
似
た
よ
う
な
症
状
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
と
梶
に
伝
え

る
。
栖
方
の
実
感
で
は
、
そ
の
経
緯
に
関
連
す
る
記
憶
が
頭
の
片
隅

に
す
ら
残
っ
て
お
ら
ず
、
自
己
が
︿
過
去
﹀
の
時
点
に
何
を
し
て
い

た
の
か
、
そ
の
知
覚
が
完
全
に
欠
落
し
て
お
り
、
そ
れ
を
事
後
的
に

想
起
し
直
す
こ
と
も
不
可
能
な
の
だ
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
鳥
の
有
る
無
し
云
々
ど
こ
ろ
か
、
栖
方
の
語
っ
た
す

べ
て
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
く
ま
で
も
彼
が
勝
手
に
妄
想
し
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
領
域
に
あ
り
、
事
実
の
片
鱗
な
ど
微
塵
す
ら
な
い
譫
言
と

言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
た
と
え
︿
狂
人
﹀
の
話
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
中
か
ら
何
ら
か
の
︿
狂
気
﹀
の
原
理
を
析
出
す
る
こ
と

は
で
き
る
だ
ろ
う
。
梶
に
向
か
っ
て
、
栖
方
は
「
僕
は
あ
の
簾
の
横

板
が
幾
つ
あ
つ
た
か
忘
れ
た
の
で
、そ
れ
を
思
い
出
さ
う
と
し
て
も
、

幾
ら
考
へ
て
も
わ
か
ら
な
い
の
で
す
よ
。
も
う
気
が
狂
ひ
さ
う
に
な

り
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
は
、︿
過
去
﹀
の
様
相
を

「
正
確
」
に
想
起
し
よ
う
と
す
る
︿
過
去
﹀
志
向
的
な
傾
向
が
見
ら

れ
る
。
自
己
同
一
性
を
確
立
し
て
維
持
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
自
己

た
ら
し
め
て
い
る
︿
過
去
﹀
の
自
己
の
記
憶
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い

の
だ
が
、
記
憶
は
本
来
必
ず
し
も
︿
過
去
﹀
の
真
実
の
姿
を
あ
り
の

ま
ま
に
記
録
す
る
も
の
で
は
な
く
、
多
少
の
覚
え
違
い
や
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
が
混
じ
っ
て
い
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。し
か
し
、

右
の
二
つ
の
挿
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、栖
方
の
︿
過
去
﹀
へ
の
︿
追

憶
﹀
は
、
妄
想
、
夢
遊
の
形
ど
こ
ろ
か
、
彼
に
自
己
の
時
空
的
連
続

性
の
喪
失
を
自
覚
さ
せ
る
も
の
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。「
殺
人
光
線
」

の
真
偽
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、︿
過
去
﹀
を
把
握
し
損
な
い
続
け

る
栖
方
は
、
す
で
に
︿
狂
気
﹀
の
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
と
す
ら
言

え
る
の
で
あ
る
。

梶
と
高
田
と
の
三
人
の
句
会
で
、
栖
方
は
「
わ
が
影
を
逐
ひ
ゆ
く

鳥
や
山
な
な
め
」
と
い
う
い
か
に
も
「
小
鳥
の
話
」
と
関
連
性
の
あ
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り
そ
う
な
象
徴
的
な
俳
句
を
作
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
光
景
と
重
ね

合
わ
せ
て
改
め
て
「
小
鳥
の
話
」
の
内
容
を
見
る
な
ら
、
小
鳥
を
追

い
続
け
て
い
る
と
い
う
い
か
に
も
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
こ
の
場
面
を
仮

に
、
栖
方
の
心
象
風
景
の
具
現
、
あ
る
い
は
彼
が
無
意
識
の
う
ち
に

使
っ
て
い
る
自
己
言
及
的
な
隠
喩
と
し
て
捉
え
る
と
す
る
な
ら
、
付

か
ず
離
れ
ず
常
に
掴
ま
り
そ
う
で
掴
ま
ら
な
い
絶
妙
な
距
離
を
取
っ

て
追
い
手
の
栖
方
を
翻
弄
し
続
け
て
い
る
小
鳥
の
形
象
は
ま
さ
に
、

彼
が
認
知
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
「
わ
が
影
」（
自
己
の
確
実
な

姿
）
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

自
己
が
自
己
を
認
知
す
る
こ
と
に
は
、
認
識
す
る
自
己
（
主
体
）

と
認
識
さ
れ
る
自
己
（
客
体
）
と
い
う
主
客
二
元
的
な
分
裂
が
必
然

的
に
内
在
し
て
い
る
。
認
識
主
体
と
し
て
の
自
己
に
と
っ
て
、
認
識

対
象
で
あ
る
自
己
は
客
体
的
な
存
在
で
あ
り
、
時
間
的
に
言
え
ば
、

「
い
ま
」
よ
り
少
し
前
の
時
点
（
す
な
わ
ち
︿
過
去
﹀）
に
い
た
自
己
で

あ
る
。
自
己
（「
わ
が
影
」）
を
対
象
化
し
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
栖
方
は
ま
さ
し
く
、
た
え
ず
︿
過
去
﹀
の
自
己
、
そ
し
て
︿
追
憶
﹀

と
い
う
語
り
の
形
式
か
ら
疎
外
さ
れ
続
け
て
き
た
存
在
な
の
だ
が
、

こ
れ
こ
そ
が
彼
の
︿
狂
気
﹀
の
原
理
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。し

か
し
、
逆
に
言
え
ば
、︿
過
去
﹀
の
自
己
を
持
た
な
い
と
い
う
栖

方
の
あ
り
方
は
、
道
元
が
考
え
て
い
る
修
行
者
の
あ
る
べ
き
姿
、
つ

ま
り
「
而
今
」
＝
永
遠
な
る
「
い
ま
」
の
一
瞬
一
瞬
を
無
心
に
生
き

る
︿
禅
﹀
の
状
態
に
限
り
な
く
近
い
も
の
で
あ
り
、︿
過
去
﹀
と
い
う

時
間
の
概
念
、︿
追
憶
﹀
的
な
語
り
の
形
式
を
無
効
化
し
た
も
の
で
も

あ
る
。
ち
な
み
に
梶
の
回
想
は
「
人
間
は
誰
で
も
少
し
は
狂
人
を
自

分
の
中
に
持
っ
て
い
る
も
の
だ
」
と
い
う
観
点
、す
な
わ
ち
︿
狂
気
﹀

を
自
分
自
身
も
含
め
た
人
間
全
体
の
性
質
と
し
て
考
え
る
見
方
が
前

提
で
語
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
本
亮
介
氏
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
梶
は
事
実
上
、
自
分
自
身
の
発
狂
を
も
強
く
疑
い
な

が
ら
栖
方
の
︿
狂
気
﹀
に
つ
い
て
話
を
進
め
て
い
く
の
で
あ
る⎠

₁₃
⎝

。

栖
方
本
人
の
口
か
ら
直
接
「
小
鳥
の
話
」
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

聞
く
前
に
、
高
田
か
ら
栖
方
の
出
自
と
経
歴
を
知
っ
た
梶
は
、「
勤
王

と
左
翼
」
と
い
う
二
つ
の
「
思
想
体
系
」
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ

る
。
二
つ
の
間
、
す
な
わ
ち
「
中
間
の
真
理
と
い
ふ
も
の
は
あ
り
得

な
い
と
い
ふ
数
学
上
の
排
中
律
の
苦
し
み
は
、
栖
方
に
と
つ
て
は
、

父
と
母
と
子
の
間
の
問
題
に
変
わ
つ
て
ゐ
た
」
の
で
は
な
い
か
、
と

推
測
し
た
上
で
、「
排
中
律
」
と
い
う
隘
路
か
ら
脱
出
で
き
る
兆
し
が

な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
自
分
の
感
覚
を
、「
眼
に
す
る
す
べ
て
が
幽

霊
だ
と
い
ふ
こ
と
か
。
│
手
に
触
れ
る
感
覚
ま
で
も
、
こ
れ
は
幽
霊

で
は
な
い
と
ど
う
し
て
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
」
と

い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
梶
は
あ
く
ま
で
も

自
己
固
有
の
問
題
意
識
と
現
実
認
識
に
即
し
て
、
栖
方
の
家
族
の
事
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情
の
本
質
を
自
分
勝
手
に
解
剖
し
よ
う
と
し
て
い
る
。逆
に
言
え
ば
、

自
己
の
「
感
覚
」
を
も
含
む
現
実
全
般
を
「
幽
霊
」
あ
る
い
は
「
夢

の
や
う
な
幻
影
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
と
い
う
︿
狂
気
﹀
の
因
子

は
、
梶
が
栖
方
に
正
式
に
出
会
う
前
に
、
す
で
に
先
行
し
て
彼
の
内

面
に
潜
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

梶
の
︿
追
憶
﹀
は
一
見
し
て
栖
方
が
狂
気
か
正
気
か
を
め
ぐ
っ
て

展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
栖
方
の
言
葉
の
真
偽
の
問
題

に
関
し
て
、
彼
は
必
ず
し
も
積
極
的
に
追
究
し
よ
う
と
は
し
て
い
な

い
。
と
い
う
よ
り
、
梶
は
常
に
栖
方
の
︿
狂
気
﹀
の
あ
り
方
に
共
感

的
理
解
と
同
意
を
示
し
て
お
り
、
梶
に
と
っ
て
、︿
狂
人
﹀
の
栖
方
は

相
対
化
す
べ
き
他
者
で
は
な
く
、
自
ら
の
想
念
が
具
現
化
し
た
「
も

う
ひ
と
り
の
自
己
」
の
ご
と
き
存
在
な
の
で
あ
る
。

梶
の
︿
追
憶
﹀
に
よ
る
と
、
自
分
が
既
に
発
狂
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
自
覚
し
始
め
た
き
っ
か
け
は
、戦
争
が
終
わ
っ
た
あ
る
日
、

疎
開
先
で
妻
と
と
も
に
「
発
明
者
の
一
青
年
は
敗
戦
の
報
を
聞
く
と

同
時
に
、
口
惜
し
さ
の
あ
ま
り
発
狂
死
亡
し
た
」
と
い
う
内
容
の
新

聞
記
事
を
目
に
し
た
時
点
な
の
だ
と
い
う
。
こ
の
記
事
に
言
及
さ
れ

て
い
る
こ
の
青
年
は
栖
方
の
こ
と
で
あ
る
と
梶
は
断
定
し
て
い
る
の

だ
が
、
そ
の
一
方
で
、「
敗
戦
」
が
原
因
に
よ
る
発
狂
と
い
う
説
を
認

め
ず
、
栖
方
の
発
狂
は
す
で
に
「
あ
の
と
き
」、
す
な
わ
ち
栖
方
が

初
め
て
自
分
の
家
を
訪
れ
た
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
て
い

る
。
そ
し
て
、「
彼
の
云
つ
た
り
し
た
り
し
た
こ
と
は
、
あ
る
こ
と
は

事
実
、
あ
る
こ
と
は
夢
だ
つ
た
」
と
、
戦
時
中
に
栖
方
と
交
際
し
て

い
た
と
き
の
情
景
を
改
め
て
想
起
し
整
理
し
て
い
く
中
で
、梶
は「
自

分
も
少
し
は
彼
に
伝
染
し
て
、
発
狂
の
き
ざ
し
が
あ
つ
た
の
か
も
し

れ
な
い
」
と
自
分
自
身
に
︿
狂
気
﹀
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、「
玉
手

箱
の
蓋
を
取
つ
」
て
「
呆
ッ
と
立
つ
白
煙
を
見
」
て
し
ま
っ
た
「
浦

島
」と
似
た
よ
う
な
思
い
に
陥
っ
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、︿
狂
気
﹀

の
自
覚
は
、
何
よ
り
も
︿
追
憶
﹀
と
い
う
語
り
の
形
式
を
駆
使
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

四
小
説
「
微
笑
」
に
お
い
て
、︿
狂
気
﹀
は
、
過
去
へ
の
「
再
現
」
す

な
わ
ち
︿
追
憶
﹀
が
不
可
能
で
あ
る
状
態
を
指
し
て
い
る
。︿
狂
人
﹀

の
疑
惑
を
か
け
ら
れ
て
い
る
栖
方
に
限
ら
ず
、
梶
に
も
見
ら
れ
る
妄

想
あ
る
い
は
記
憶
障
害
と
思
し
き
「
自
覚
症
状
」
は
、
自
己
の
所
属

感
・
現
実
感
の
混
乱
と
喪
失
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
一
方
、
彼
ら
の

︿
時
間
﹀体
験
の
異
常
に
帰
す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。し
か
し
、

逆
に
考
え
れ
ば
、︿
過
去
﹀︿
現
在
﹀︿
未
来
﹀
の
三
者
の
線
状
的
連
続

性
を
骨
格
と
す
る
通
常
の
︿
時
間
﹀
の
束
縛
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
こ

そ︿
狂
気
﹀と
い
う
生
存
様
式
の
価
値
が
あ
る
と
も
言
え
る
。「
微
笑
」

の
中
で
、
主
体
の
︿
追
憶
﹀
不
能
の
状
態
を
描
き
、
あ
え
て
主
体
と
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︿
時
間
﹀（
そ
れ
も
特
に
︿
過
去
﹀）
と
の
関
わ
り
方
の
問
題
に
絡
ま
せ

る
形
で
、︿
狂
気
﹀
即
ち
自
己
認
識
・
現
実
認
識
の
混
迷
を
主
題
に
扱

お
う
と
す
る
横
光
の
作
意
は
、
敗
戦
を
経
験
し
た
か
ら
こ
そ
獲
得
し

え
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。「
戦
中
」（︿
過
去
﹀）「
戦
後
」（︿
現
在
﹀）

と
い
う
時
間
的
区
切
り
を
作
り
、
し
か
も
そ
れ
を
強
烈
に
人
々
の
意

識
に
焼
き
付
け
て
既
成
概
念
化
し
た
事
象
と
し
て
日
本
の
敗
戦
を
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、「
戦
中
／
戦
後
」「
過
去
／
現
在
」

と
い
う
思
考
法
の
氾
濫
を
い
ち
早
く
感
じ
取
り
、
こ
れ
を
疑
い
相
対

化
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、︿
狂
気
﹀
を
モ
チ
ー
フ
に
描
い
た
の
が

横
光
の
「
微
笑
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
姿
勢
は
、「
微
笑
」
の
み
な
ら
ず
、『
夜
の
靴
』
に
お
い
て

も
際
立
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、横
光
の
分
身
た
る
語
り
手
「
私
」
は
、

「
過
去
や
未
来
を
考
え
て
も
駄
目
だ
。
一
応
は
現
在
を
考
え
て
み
る

と
い
ふ
こ
と
、
い
つ
も
生
活
の
実
質
は
現
在
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
何

よ
り
も
今
を
見
る
こ
と
が
一
番
だ
」
と
、「
過
去
」
で
も
「
未
来
」
で

も
な
く
「
現
在
」
に
こ
そ
自
己
の
実
質
的
な
生
が
あ
る
と
述
べ
て
お

り
、︿
過
去
﹀︿
現
在
﹀︿
未
来
﹀
と
い
っ
た
︿
時
間
﹀
秩
序
に
挑
む
態

度
を
鮮
明
に
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、「
何
よ
り
も
今
を
見
る
こ
と
が
一
番

だ
」
と
い
う
「
私
」
の
︿
現
在
﹀
優
位
の
実
存
的
な
願
望
は
、
通
俗

的
な
現
世
主
義
の
主
張
と
は
程
遠
い
も
の
だ
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、「
私
」
は
あ
く
ま
で
も
「
人
間
を
人
間
と
思
ふ
こ
と
は

誰
に
教
は
つ
た
こ
と
だ
ら
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
一
番
の

幻
影
で
は
な
い
の
か
。
自
分
と
い
ふ
も
の
が
幻
影
で
満
ち
て
ゐ
る
」

と
、
実
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
「
自
己
」
を
拒
否
し
て
い
る
か

ら
だ
。

一
種
の
常
識
的
固
定
観
念
と
も
言
え
る
三
分
法
的
な
︿
時
間
﹀
を

強
く
拒
む
意
志
と
、
自
己
存
在
の
「
幻
影
」
性
を
あ
え
て
断
言
す
る

覚
悟
、
と
い
う
こ
の
二
つ
の
態
度
は
、
決
し
て
互
い
に
孤
立
し
て
い

る
思
想
の
断
片
と
し
て
別
個
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
小
説
「
微
笑
」
の
︿
狂
気
﹀
の
状
態
が
本
質
的
に
主
体
の
︿
時
間
﹀

体
験
の
異
常
に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
、「
自
分
と
い
ふ
も
の
が
幻
影

で
満
ち
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
私
」
の
自
我
喪
失
感
は
常
に
、「
私
」
の

︿
時
間
﹀
認
識
の
問
題
に
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
繋
が
り
の
思
想
的

後
ろ
盾
と
し
て
作
品
に
底
流
し
て
い
る
の
が
道
元
の
思
想
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
考
え
に
よ
る
と
、
仏
典
で
言
う
と
こ
ろ
の
︿
心
不
可
得
﹀

と
は
、︿
心
﹀
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
字
面
通
り
の
意

味
で
は
な
く
、︿
心
﹀
が
「
認
識
す
る
・
認
識
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
主

客
分
二
元
論
的
な
認
識
構
造
に
置
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
方
向
で
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば「
心
不
可
得
」

の
巻
に
は
「
心
の
、
心
を
点
ず
る
こ
と
を
も
し
ら
ず
」（「
心
が
心
を
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用
い
る
こ
と
を
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
）
と
あ
る
よ
う
に
、
物
心
一

致
・
主
客
一
如
の
境
地
に
あ
る
︿
心
﹀
は
、︿
心0

﹀﹅

と
し
て
の
自
己
自

0

0

0

0

0

0

0

身0

さ
え
も
明
晰
に
意
識
し
て
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
道
元

は
考
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
道
元
の
立
場
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、彼
が『
眼
蔵
』「
現

成
公
案
」
の
巻
で
述
べ
て
い
る
「
仏
道
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己

を
な
ら
ふ
な
り
。
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、
自
己
を
わ
す
る
る
な

り
」
と
い
う
「
無
我
」
の
主
張
と
照
合
し
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
自
己
を
な
ら
ふ
と
い
ふ
は
、自
己
を
わ
す
る
る
な
り
」

と
は
、
自
己
放
棄
的
な
態
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
あ
ら
か
じ

め
存
在
す
る「
も
の

0

0

」（
既
成
的
な
物
的
実
体
）と
し
て
の
自
己（「
仏
道
」）

は
あ
り
得
ず
、“
永
遠
な
る
い
ま
”
の
一
瞬
一
瞬
を
生
き
る
「
こ
と

0

0

」

の
形
で
し
か
自
己
は
生
起
・
存
在
し
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
実
存
主

義
的
な
意
味
で
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

道
元
の
思
想
は
、
従
来
か
ら
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』（
一
九
二
七
年
）
で
述
べ
て
い
る
実

存
論
的
時
間
論
と
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、要
す
る
に
、

「
い
ま
」
の
一
瞬
と
い
う
時
間
も
、
自
己
の
存
在
も
、
禅
の
修
行
と

い
う
「
こ
と

0

0

」
と
共
起
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
現
象
で
あ
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

五
物
事
を
客
体
と
し
て
事
後
的
に
「
再
現
」
で
き
る
合
理
的
な
道
具

で
は
な
く
、書
き
手
の
理
知
の
支
配
か
ら
完
全
に
は
み
だ
し
た
︿
夢
﹀

の
ご
と
き
存
在
と
し
て
文
学
表
現
を
捉
え
よ
う
と
す
る
横
光
の
創
作

観
は
彼
の
戦
後
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
し

か
も
さ
ら
に
「
戦
中
／
戦
後
」
と
い
う
分
断
的
な
︿
時
間
﹀
構
図
へ

の
彼
の
対
抗
意
識
と
相
ま
っ
て
、
道
元
の
教
え
に
も
通
ず
る
実
存
主

義
的
な
観
点
に
発
展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
戦
後
」
に
入
っ
て
も
一
向
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
日
本
の
本
質

的
な
問
題
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
究
明
す
る
こ
と
も
せ

ず
に
、あ
た
か
も
「
戦
中
」
を
完
全
に
超
越
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
、

そ
れ
を
過
ぎ
去
っ
た
︿
過
去
﹀
と
し
て
事
後
的
に
相
対
化
し
よ
う
と

す
る
「
戦
後
」
の
風
潮
に
対
し
、
横
光
は
大
き
な
抵
抗
を
感
じ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、『
夜
の
靴
』
に
お
け
る
「
私
」
は
、「
戦

後
」
は
果
た
し
て
「
戦
中
」
を
客
体
と
し
て
、
相
対
的
に
語
る
こ
と

の
で
き
る
超
越
性
・
客
観
性
を
持
つ
の
か
を
疑
っ
て
い
る
。

こ
の
強
い
日
本
を
負
か
し
た
も
の
は
、
い
つ
た
い
、
い
か
な
る

や
つ
か
と
。
こ
れ
を
汚
な
さ
、
無
気
力
さ
と
い
ふ
わ
け
に
は
い

か
ぬ
。
道
義
地
に
落
ち
た
り
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
も
な
い
。
し
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か
し
、
戦
争
で
過
誤
を
重
ね
、
戦
後
は
戦
後
で
ま
た
重
ね
る
、

さ
う
い
ふ
重
た
い
真
ん
中
を
何
も
の
か
が
通
つ
て
い
く
の
も
ま

た
事
実
だ
。

「
戦
中
」「
戦
後
」
に
関
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

「
過
誤
」
が
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
こ
そ
が
日
本
の
敗
戦
と

い
う
目
前
の
事
実
よ
り
も
深
刻
な
も
の
な
の
で
あ
る
。「
微
笑
」
に

お
け
る
梶
の
内
面
の
独
白
を
借
り
て
言
え
ば
、「
戦
争
が
敗
北
に
終
ら

う
と
、
勝
利
に
な
ら
う
と
、
同
様
に
続
い
て
変
ら
ぬ
排
中
律
の
生
み

つ
づ
け
て
難
問
た
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
」。
時
期
を
問
わ
ず
、
今

な
お
「
排
中
律
」
的
な
思
考
や
言
動
は
支
配
的
で
あ
る
。「
戦
中
」

と
「
戦
後
」
と
の
「
重
た
い
真
ん
中
を
何
も
の
か
が
通
つ
て
い
く
」

と
い
う
「
事
実
」
が
無
視
さ
れ
た
ま
ま
、「
戦
中
／
戦
後
」
の
二
項
対

立
が
新
た
に
出
来
上
が
っ
て
し
ま
い
、「
排
中
律
」
的
な
思
考
回
路
と

し
て
定
着
し
つ
つ
あ
る
の
だ
。

こ
う
し
て
考
え
て
み
る
と
、︿
戦
中
﹀
対
︿
戦
後
﹀
と
い
う
︿
時
間
﹀

上
の
二
項
対
立
に
対
す
る
横
光
の
反
発
も
、
究
極
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
批
判
的
な
意
味
合
い
に
帰
着
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト

と
し
て
想
定
で
き
る
の
は
「
民
主
主
義
」
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
国
民
な
り
と
い
う
命
題
の
証
明
に
か
か

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
こ
の
際
、
証
明
す
る
と
は
、
そ
の
命
題

の
意
味
す
る
実
行
に
か
か
る
こ
と
か
、
そ
れ
と
も
、
す
で
に
国
民
の

中
に
有
る
も
の
を
探
求
し
て
明
示
す
る
こ
と
か
、
と
い
う
二
通
の
論

証
方
法
が
あ
る
わ
け
だ
」（『
夜
の
靴
』）
と
い
う
「
私
」
の
言
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
敗
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
支
配
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
な
っ
た
「
戦
後
民
主
主
義
」
が
、当
時
の
日
本
に
と
っ
て
「
実
行
」

に
反
映
で
き
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
日
本
の
「
国
民
」
に
内
的
必

然
性
の
あ
る
形
で
自
然
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
横
光
は
鋭
く
看
破
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

時
は
ま
さ
に
、
戦
争
賛
美
を
し
て
い
た
︿
過
去
﹀
の
自
己
を
安
易

に
反
省
・
清
算
し
て
「
民
主
主
義
」
に
切
り
替
わ
る
「
転
向
者
」
が

続
出
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
反
省
」
と
い
う

行
為
が
皮
相
的
、
便
乗
的
な
形
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
「
戦

後
民
主
主
義
」
の
浅
薄
な
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
容

赦
な
く
暴
露
し
て
見
せ
た
言
説
と
し
て
ま
ず
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、

小
林
秀
雄
が
『
近
代
文
学
』
昭
和
二
十
一
年
二
月
号
の
座
談
会
に
お

い
て
発
し
た
「
僕
は
無
智
だ
か
ら
反
省
な
ぞ
し
な
い
。
利
巧
な
奴
は

た
ん
と
反
省
し
て
み
る
が
い
い
じ
ゃ
な
い
か⎠

₁₄
⎝

」と
い
う
名
言
で
あ
る
。

昭
和
二
十
四
年
十
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
私
の
人
生
観
』（
創
元
社
）
に

お
い
て
、
小
林
は
ま
た
「
自
己
批
判
だ
と
か
自
己
清
算
だ
と
か
い
ふ

も
の
は
、皆
嘘
の
皮
で
あ
る
。（
中
略
）
さ
う
い
ふ
小
賢
し
い
方
法
は
、

寧
ろ
自
己
欺
瞞
に
導
か
れ
る
道
だ⎠

₁₅
⎝

」
と
述
べ
、
偽
物
の
「
反
省
」
を
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い
く
ら
見
せ
び
ら
か
せ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
と
い
ふ
本
体

に
出
会
ふ
道
」に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
な
い
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

︿
過
去
﹀
と
︿
現
在
﹀
の
間
に
一
線
を
画
し
、︿
過
去
﹀
に
お
け
る
自

己
を
客
体
と
し
て
振
り
返
っ
て
相
対
化
す
る
と
い
っ
た
自
己
反
省
・

過
去
清
算
の
行
為
に
は
、
時
に
大
き
な
落
と
し
穴
と
欺
瞞
性
が
潜
ん

で
い
る
、
と
小
林
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

横
光
は
小
説
「
微
笑
」
に
お
い
て
、認
識
主
体
と
し
て
の
︿
現
在
﹀

の
自
己
と
認
識
客
体
と
し
て
の
︿
過
去
﹀
の
自
己
と
い
う
主
客
二
元

分
離
の
構
造
を
内
包
す
る
︿
追
憶
﹀
の
形
式
を
重
層
的
に
布
置
し
つ

つ
も
、
そ
れ
を
︿
狂
気
﹀
を
も
っ
て
無
効
に
し
て
見
せ
て
い
る
。
極

端
に
言
え
ば
、
こ
の
作
品
の
追
憶
的
な
語
り
は
す
べ
て
、
最
終
的
に

︿
狂
気
﹀
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
読
む

こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
設
定
の
意
図
は
、
先
の
小
林

秀
雄
の
「
反
省
な
ぞ
し
な
い
」
態
度
と
同
様
に
、「
戦
後
民
主
主
義
」

に
便
乗
す
る
「
転
向
者
」
た
ち
に
よ
る
「
自
己
反
省
」
の
軽
薄
さ
を

批
判
す
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
本
亮
介
氏
は
、
横
光
が
戦
後
に
な
っ
て
も
基
本
的
に
戦
時
下
の

自
己
の
主
張
を
曲
げ
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
戦
後
の
世
論
に
相
応
し

く
な
い
不
逞
な
放
言
を
し
、
一
種
の
「
緊
張
感
を
欠
く
」「︿
堕
落
﹀

ぶ
り
」
を
呈
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
敗
戦
を
機
と
す
る
ド
ラ
ス
テ

ィ
ッ
ク
的
な
思
想
的
転
換
の
不
在
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

指
摘
し
て
い
る⎠

₁₆
⎝

。
し
か
し
、右
の
内
容
か
ら
も
察
知
で
き
る
よ
う
に
、

戦
後
の
横
光
に
見
ら
れ
る
「
敗
戦
を
機
と
す
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
的

な
思
想
的
転
換
の
不
在
」
は
、
彼
が
敢
え
て
意
識
的
に
演
出
し
ア
ピ

ー
ル
し
よ
う
と
し
て
い
た
ポ
ー
ズ
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。「
思
想
的
転
換
」、反
省
的
自
己
意
識
を
持
た
な
い「︿
堕
落
﹀

ぶ
り
」
を
装
う
と
い
う
偽
悪
的
な
演
出
を
も
っ
て
「
戦
後
民
主
主
義
」

の
風
潮
に
逆
行
す
る
と
い
う
態
度
は
、
い
か
に
も
横
光
ら
「
自
意
識

過
剰
」
の
世
代
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
さ
に
彼
が
敗
戦

を
経
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
新
た
な
思
想

0

0

で
あ
っ
た
と
も

言
え
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

小
説
「
微
笑
」
で
は
「
斬
り
落
さ
れ
た
首
が
、
た
だ
そ
の
ま
ま
引

っ
付
い
て
い
る
だ
け
で
、知
ら
ず
に
動
い
て
い
る
」︿
狂
人
﹀
の
「
不

健
全
」
な
生
態
が
、「
戦
後
民
主
主
義
」
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、

し
か
も
「
自
分
と
い
ふ
本
体
に
出
会
ふ
道
」（
小
林
秀
雄
、『
私
の
人
生

観
』、
既
出
）
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。

「
微
笑
」
に
お
け
る
︿
狂
気
﹀
の
設
定
は
、
語
り
の
信
頼
性
・
超

越
性
を
突
き
崩
す
こ
と
そ
の
も
の
の
み
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
存
在
論
的
な
深
み
を
窺
わ
せ
る
自
己
生
成
の
論
理
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
理
論
的
後
ろ
盾
と
な
っ
た
の
が
、
道
元
禅
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の
思
想
な
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
横
光
は
宗

教
的
な
救
済
を
求
め
る
意
味
で
道
元
の
教
え
を
受
け
止
め
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
彼
に
お
け
る
︿
禅
﹀
は
仏
教
色
が
完

全
に
払
拭
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

「
微
笑
」
の
世
界
は
根
本
的
に
、
宗
教
的
な
救
い
の
な
い
「
恐
怖
」

の
世
界
、
深
い
「
孤
独
」
の
世
界
と
言
え
な
く
も
な
い
。
梶
は
「
水

交
社
」
へ
の
同
行
、「
学
位
論
文
通
過
祝
賀
俳
句
会
」
と
い
っ
た
「
空

虚
な
事
実
」
に
巻
き
込
ま
れ
て
も
、「
不
満
で
も
な
け
れ
ば
、
む
な
し

い
感
じ
も
起
こ
ら
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
こ
と

を
「
日
常
茶
飯
事
」
と
し
て
平
然
と
受
け
入
れ
る
一
方
で
、
ど
う
し

て
も
、「
栖
方
の
幻
影
」
と
の
付
き
合
い
に
「
明
皙
判
断
の
な
い
狂
ひ

と
い
ふ
も
の
の
持
つ
恐
怖
」を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、

「
今
ま
で
無
邪
気
に
天
空
で
戯
れ
て
ゐ
た
」
栖
方
も
最
後
の
最
後
に
、

梶
に
向
か
っ
て
「
僕
は
も
う
、
誰
か
に
す
が
り
つ
き
た
く
つ
て
、
仕

様
が
な
い
。
誰
も
な
い
の
で
す
」
と
「
泣
き
出
し
さ
う
な
孤
独
な
恐

怖
が
洩
れ
て
ゐ
た
」。

彼
ら
が
感
じ
る
「
恐
怖
」
と
「
孤
独
」
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
ぬ

「
排
中
律
」
的
な
世
の
中
の
自
分
に
待
ち
受
け
て
い
る
運
命
の
む
ご

さ
を
見
通
し
た
も
の
で
も
あ
る
。「
で
は
、
も
う
僕
は
お
眼
に
か
か

れ
な
い
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
お
元
気
で
。」
と
い
う
自
己
の
運
命
に

対
す
る
栖
方
の
暗
い
予
感
は
、
横
光
自
身
が
そ
の
作
家
的
生
涯
の
果

て
に
発
し
た
辞
去
の
言
葉
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
皮

肉
に
も
、
彼
の
死
後
、
長
い
間
に
わ
た
っ
て
「
横
光
利
一
文
学
」
が

埋
没
す
る
こ
と
に
な
っ
た
事
実
を
言
い
当
て
て
い
た
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）
松
本
美
樹
「
横
光
師
の
『
善
蔵
』」（『
横
光
利
一
月
報
集
成
』　

河
出

書
房
新
社　

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
）。

（
2
）
北
川
冬
彦
「『
旅
愁
』
の
俳
句
精
神
」（「
俳
句
」
昭
和
二
十
八
年
四
月
）。

（
3
）
中
村
三
春
「
横
光
利
一
の
文
化
創
造
論
」（
石
田
仁
志
・
渋
谷
香
織
・

中
村
三
春
『
横
光
利
一
の
文
学
世
界
』
翰
林
書
房　

平
成
十
八
年
四

月
）。

（
4
）
山
本
亮
介
「『
微
笑
』
論
│
「
文
学
」
＝
︿
書
く
こ
と
﹀
と
の
決
着
」（「
横

光
利
一
研
究
」
平
成
十
六
年
二
月
）。

（
5
）
丸
谷
才
一
「
評
伝
的
解
説
」（『
現
代
日
本
の
文
学
15　

横
光
利
一
集
』　

学
習
研
究
社　

昭
和
四
十
六
年
八
月
）。

（
6
）
末
疏
類
も
含
め
て
、
明
治
以
降
か
ら
昭
和
十
年
頃
に
か
け
て
『
正
法

眼
蔵
』
全
文
を
収
録
し
て
い
る
活
字
本
は
、『
正
法
眼
蔵
』（
鴻
盟
社　

明
治
十
八
年
）、『
正
法
眼
蔵
』（
国
母
社　

明
治
二
十
九
年
）、『
正
法
眼

蔵
抄
』（
経
豪
著　

鴻
盟
社　

明
治
三
十
六
年
）、『
承
陽
大
師
聖
教
全

集
』
巻
一
・
二
（
永
平
寺
出
張
所　

明
治
三
十
六
年
）、『
正
法
眼
蔵
注

解
全
書
』（
神
保
如
天
・
安
藤
文
英
編　

無
我
山
房　

大
正
三
年
）、『
禅
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学
大
系
』
祖
禄
部
四
（
禅
学
大
系
編
纂
局
編　

一
喝
社　

大
正
四
年
）、

『
正
法
眼
蔵
』（
鴻
盟
社　

昭
和
元
年
）、『
曹
洞
宗
全
書
』
巻
一
（
曹
洞

宗
全
書
刊
行
会
編　

昭
和
四
年
）、『
高
僧
名
著
全
集
』
巻
五
（
山
本
勇

夫
編　

平
凡
社　

昭
和
五
年
）、『
高
僧
名
著
選
集
』
巻
五
（
山
本
勇
夫

編　

平
凡
社　

昭
和
五
年
）、『
道
元
禅
師
全
集
』（
大
久
保
道
舟
編　

春
秋
社　

昭
和
五
年
）、『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
巻
八
二
（
高
楠
順
次
郎

編　

大
正
一
切
経
刊
行
会　

昭
和
六
年
）
な
ど
お
よ
そ
十
二
種
類
あ

る
。（
熊
本
英
人
編
『
道
元
思
想
大
系
22　

道
元
関
係
文
献
年
表
』（
同

朋
舎　

平
成
七
年
）、
熊
本
英
人
「
近
代
に
お
け
る
『
正
法
眼
蔵
』
の

刊
行
に
つ
い
て
」（「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」　

平
成
九
年
）
を
参
照
）。

昭
和
九
年
の
時
点
に
お
い
て
、
横
光
は
こ
の
い
ず
れ
か
を
読
ん
で
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
論
に
お
い
て
、『
正
法
眼
蔵
』
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用

は
す
べ
て
最
新
版
『
道
元
禅
師
全
集
』（
水
野
弥
穂
子
訳
註　

春
秋
社　

平
成
十
六
年
四
月
）
に
拠
る
こ
と
と
し
た
。

（
7
）「
わ
れ
有
る
に
非
ざ
れ
ど
、
こ
の
痛
み
い
づ
こ
よ
り
来
る
」
の
出
典
は
、

『
正
法
眼
蔵
』「
一
顆
明
珠
」
の
巻
で
あ
る
。
こ
の
巻
に
お
い
て
、
中

国
唐
末
五
代
の
禅
僧
玄
沙
師
備
は
、
雪
峰
義
存
（
真
覚
大
師
）
に
師

事
し
て
い
た
時
期
の
あ
る
日
に
、
雪
峰
山
を
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

足
を
石
に
ぶ
つ
け
て
怪
我
を
し
た
が
、
そ
の
時
、「
是
身
非
有
、
痛
自

何
来
」
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
た
め
、
彼
は
ま
た
師
の
元
に
戻
っ
た
、

と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
有
る
に
非
ざ
れ
ど
、

こ
の
痛
み
い
づ
こ
よ
り
来
る
」
は
馬
祖
で
は
な
く
玄
沙
師
備
に
よ
る

言
葉
で
あ
る
が
、
横
光
は
そ
れ
を
間
違
っ
て
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
8
）
水
野
弥
穂
子
訳
註
『
道
元
禅
師
全
集
』
第
二
巻
（
春
秋
社　

平
成
十

六
年
四
月
）
三
九
頁
。

（
9
）
同
右
、
四
〇
頁
。

（
10
）
森
本
和
夫　

愛
蔵
版
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
2
（
筑
摩
書
房　

平
成
十

六
年
一
月
）
二
〇
三
頁
。

（
11
）
石
井
恭
二
訳
『
現
代
文
訳　

正
法
眼
蔵
（
2
）』（
河
出
文
庫　

平
成

二
十
五
年
三
月
）
八
九
頁
。

（
12
）
森
本
和
夫　

愛
蔵
版
『
正
法
眼
蔵
』
読
解
4
（
筑
摩
書
房　

平
成
十

六
年
五
月
）
二
五
三
頁
。

（
13
）
山
本
亮
介
、
前
掲
注
（
4
）。

（
14
）
荒
正
人
ほ
か
「
コ
メ
デ
ィ
・
リ
テ
レ
ー
ル　

小
林
秀
雄
を
囲
ん
で
」 

（「
近
代
文
学
」
昭
和
二
十
一
年
二
月
）。

（
15
）
小
林
秀
雄
『
私
の
人
生
観
』（
創
元
社　

昭
和
二
十
四
年
十
月
）
一
八

七
～
一
八
八
頁
。

（
16
）
山
本
亮
介
、
前
掲
注
（
4
）。

＊ 

横
光
利
一
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
す
べ
て
、
河
出
書
房
新
社
版
『
定
本
横

光
利
一
全
集
』
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。


