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一 

『
潮
騒
』
の
企
図
と
評
価 

  

三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』（
一
九
五
四
年
六
月
）
は
、
羊
飼
い
と
山
羊
飼
い
の
少
年
少
女
の
恋
を
描
く

ギ
リ
シ
ャ
の
古
典
物
語
『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
』
に
倣
い
、
神
と
自
然
へ
の
深
い
信
仰
を
抱
き
、
近

代
的
教
養
と
無
縁
の
素
朴
な
若
者
の
恋
の
成
就
を
描
く
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
他
の
三
島
作
品
と

比
較
す
る
と
、三
島
作
品
の
基
調
と
も
い
え
る
美
意
識
へ
の
耽
溺
、持
て
余
す
自
意
識
ゆ
え
の
懊
悩
、

性
的
倒
錯
、
不
道
徳
へ
の
傾
倒
、
殺
意
の
発
動
、
死
へ
の
憧
憬
…
…
等
々
が
、
本
作
で
は
意
図
的
に

排
除
さ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
こ
と
は
本
作
の
評
価
を
、
肯
定
否
定
い
ず
れ
に
せ
よ
固
定

的
な
も
の
に
し
た
。 

発
表
年
で
あ
る
一
九
五
四
（
昭
和
二
十
九
）
年
の
「
出
版
ニ
ュ
ー
ス
」(

１)

は
、
同
時
代
の
解
釈
を

よ
く
伝
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
同
年
の
書
評
か
ら
キ
ー
ワ
ー
ド
を
拾
う
。 

《
素
朴
な
筋
を
よ
く
描
く
》（「
北
海
道
新
日
新
聞
」
六
月
二
十
七
日
）、「
清
新
小
説
」（「
熊
本
日
日

新
聞
」
六
月
二
十
七
日
）、《
素
朴
な
美
し
さ
》（「
西
日
本
新
聞
」
六
月
二
十
九
日
）、《
現
代
的
な
メ

ル
ヘ
ン
》（「
図
書
新
聞
」
七
月
三
日
）、《
現
代
結
婚
観
の
逆
手
》（「
東
京
新
聞
」
七
月
九
日
）、「
素

朴
な
恋
物
語
」（「
神
戸
新
聞
」
七
月
九
日
／
「
信
濃
毎
日
新
聞
」
八
月
二
日
）、《
美
し
い
海
の
映
像
、

だ
が
講
談
的
な
人
情
の
卑
俗
さ
》（「
日
本
読
書
新
聞
」
七
月
十
二
日
←
映
画
化
第
一
作
公
開
は
同
年

十
月
な
の
で
上
記
「
映
像
」
と
は
小
説
の
描
写
を
指
し
て
い
る
）
等
々
と
あ
る
。
ま
た
同
紙
は
、
同

時
代
の
作
家
・
批
評
家
の
評
も
概
観
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
福
永
武
彦
は
《
ギ
リ
シ
ャ
的
な
自

然
と
人
間
と
の
賛
歌
が
あ
る
。》（「
図
書
新
聞
」）
と
し
、
中
村
真
一
郎
は
《『
潮
騒
』
は
小
説
で
は
な

い
。（
中
略
）
物
語
で
あ
る
。
…
…
三
島
氏
は
、
近
代
的
な
小
説
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
作
品
に

よ
っ
て
最
も
痛
烈
な
近
代
小
説
の
解
毒
剤
の
製
造
者
と
な
っ
た
。》（「
産
業
経
済
新
聞
」
一
九
五
四 

         

年
六
月
二
十
八
日
）
と
し
、
寺
田
透
は
《
神
話
的
と
い
う
よ
り
、
講
談
調
の
、
人
情
美
談
》（「
日
本

読
書
新
聞
」
一
九
五
四
年
七
月
十
二
日
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
出
版
ニ
ュ
ー
ス
」
の
リ
ー
ド
に

は
《
野
心
作
・
古
典
に
対
す
る
郷
愁
（
だ
が
各
紙
の
評
価
は
区
々
）》
と
あ
り
、
肯
定
否
定
双
方
の
評

価
が
当
初
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

海
外
の
読
者
で
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン(

２)

と
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル(

３)

は
、
奇
し
く

も
両
者
と
も
に
「
本
家
」
で
あ
る
『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
』
よ
り
も
『
潮
騒
』
の
ほ
う
が
優
れ
て
い

る
と
し
、
特
に
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
は
《
作
家
が
そ
の
生
涯
に
一
度
し
か
書
か
な
い
よ
う
な
、
あ
の
幸
福

な
書
物
の
一
つ
》
と
激
賞
し
て
い
る
。
一
方
、
中
野
重
治
は
《
浪
花
節
を
と
び
こ
し
て
講
談
仕
立
て

に
な
っ
て
い
る
。
善
玉
は
勝
つ
。
悪
玉
は
ほ
ろ
び
る
。
そ
れ
も
無
葛
藤
に
で
あ
る
。（
中
略
）
つ
ま
り

潮
騒
は
、
侮
蔑
し
た
気
味
で
い
う
と
き
の
少
女
小
説
、
中
学
生
小
説
だ
っ
た
の
で
あ
る
。》
と
批
判
し

て
い
る(

４)

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
肯
定
否
定
の
別
を
度
外
視
す
れ
ば
、
す
べ
て[

古
典
作
品
に
倣
っ
た

素
朴
な
自
然
と
恋
の
物
語]

と
い
う
前
提
を
元
に
し
た
解
釈
の
表
裏
で
あ
る
。 

 

本
作
執
筆
に
さ
い
し
、
三
島
が
他
作
品
と
の
差
異
化
を
強
く
企
図
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い

な
い
。
事
実
三
島
は
、
本
作
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。 

  
 

こ
ん
な
試
み
（
徳
永
注
＝
『
仮
面
の
告
白
』『
禁
色
』『
青
の
時
代
』
な
ど
を
指
す
）
の
あ
と
で

は
、
何
か
ら
何
ま
で
自
分
の
反
対
物
を
作
ら
う
と
い
ふ
気
を
起
し
、
全
く
私
の
責
任
に
帰
せ
ら
れ

な
い
思
想
と
人
物
と
を
、
た
だ
言
語
だ
け
で
組
み
立
て
よ
う
と
い
ふ
考
へ
の
虜
に
な
つ
た
。（「
潮

騒
」1

9
5
4

） 

（
三
島
由
紀
夫
「
十
八
歳
と
三
十
四
歳
の
肖
像
画
」(

５)

） 
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小
林
秀
雄
は
直
截
的
な
肯
定
・
否
定
の
立
場
は
取
ら
ず
、《
複
雑
に
考
へ
、
複
雑
に
感
じ
て
、
作
品

を
書
い
て
ゐ
る
作
者
は
、
単
純
素
朴
な
物
語
を
書
き
た
い
欲
望
に
と
ら
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

が
三
島
君
の
『
潮
騒
』
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。（
中
略
）
視
覚
的
な
鮮
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
て

ゐ
る
が
、
島
の
生
活
の
味
は
ひ
は
な
い
。
潮
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
る
が
、
潮
の
香
り
は
な
い
。（
中
略
）

こ
の
作
の
魅
力
は
、
作
者
の
試
み
る
楽
し
み
、
書
く
喜
び
が
、
才
筆
に
踊
っ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
読
者

に
伝
は
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ら
う
。》
と
し
て
い
る(

６)

。
上
記
引
用
に
み
ら
れ
る
三
島
の
企
図
を

汲
ん
で
お
り
、
読
者
論
と
し
て
は
と
も
か
く
、
作
家
論
と
し
て
は
正
鵠
を
射
て
い
よ
う
（
も
ち
ろ
ん
、

素
朴
な
恋
物
語
で
あ
る
と
い
う
解
釈
じ
た
い
は
他
の
評
と
変
わ
ら
な
い
）。 

 

し
か
し
論
者
（
徳
永
）
は
、
肯
定
・
否
定
以
前
の
問
題
と
し
て
、
そ
も
そ
も
本
作
は
平
板
単
純
な

物
語
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
本
作
に
は
、
主
人
公
・
新
治
が
他
の
三
島
作
品

の
登
場
人
物
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
通
底
す
る
心
性
を
示
す
描
写
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。こ
の
描
写
は
、

神
や
自
然
と
一
体
化
し
た
人
々
の
牧
歌
的
（
な
ら
ぬ
漁
歌
的
）
な
物
語
を
描
こ
う
と
し
た
三
島
の
企

図
な
ら
び
に
物
語
世
界
の
矛
盾
あ
る
い
は
破
綻
を
示
す
が
、
作
り
も
の
め
い
た
平
板
さ
を
拒
否
す
る

楔
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。 

 

本
論
の
目
的
は
大
別
し
て
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
上
記
『
潮
騒
』
に
お
け
る
破
綻
を
示
す
場
面
の

確
認
と
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
本
作
が
複
雑
な
屈
折
あ
る
い
は
矛
盾
を
内
包
し
た
小
説
作
品
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
上
記
場
面
の
矛
盾
が
映
画
化
作
品
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原
作
に
対
す
る
二
次
表
現
の
研
究

が
原
作
の
解
釈
研
究
を
補
強
し
う
る
こ
と
を
実
践
的
に
示
す
こ
と
で
あ
る
。 

 

二 

新
治
の
「
自
意
識
」
―
―
結
末
部
分
の
矛
盾 

  

ま
ず
『
潮
騒
』
の
基
調
と
な
る
、
神
へ
の
信
仰
や
自
然
へ
の
崇
敬
と
共
に
生
き
る
登
場
人
物
た
ち

の
心
性
を
確
認
す
る
。 

  

（
前
略
）
庭
に
ひ
び
き
わ
た
る
柏
手
の
音
と
共
に
、
新
治
が
心
に
祈
つ
た
こ
と
は
か
う
で
あ
る
。 

『
神
様
、
ど
う
か
海
が
平
穏
で
、
漁
獲
は
ゆ
た
か
に
、
村
は
ま
す
ま
す
栄
え
て
ゆ
き
ま
す
や
う
に
！ 

わ
た
く
し
は
ま
だ
少
年
で
す
が
、
い
つ
か
一
人
前
の
漁
師
に
な
つ
て
、
海
の
こ
と
、
魚
の
こ
と
、

舟
の
こ
と
、
天
候
の
こ
と
、
何
事
を
も
熟
知
し
何
事
に
も
熟
達
し
た
優
れ
た
者
に
な
れ
ま
す
や
う

に
！ 

や
さ
し
い
母
と
ま
だ
幼
い
弟
の
上
を
護
つ
て
く
だ
さ
い
ま
す
や
う
に
！ 

海
女
の
季
節
に

は
、
海
中
の
母
の
体
を
、
ど
う
か
さ
ま
ざ
ま
な
危
険
か
ら
お
護
り
下
さ
い
ま
す
や
う
に
！
…
…
そ

れ
か
ら
筋
ち
が
い
の
お
願
い
の
や
う
で
す
が
、
い
つ
か
わ
た
く
し
の
や
う
な
者
に
も
、
気
立
て
の

よ
い
、
美
し
い
花
嫁
が
授
か
り
ま
す
や
う
に
！
…
…
た
と
え
ば
宮
田
照
吉
の
と
こ
ろ
へ
か
へ
つ
て

来
た
娘
（
徳
永
注
＝
初
江
を
指
す
）
の
や
う
な
…
…
』 

（
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
第
三
章
／
新
治
が
神
社
で
祈
る
場
面(

７)

） 

  
 

若
者
は
彼
を
と
り
ま
く
こ
の
豊
饒
な
自
然
と
、
彼
自
身
と
の
無
上
の
調
和
を
感
じ
た
。
彼
の
深

く
吸
ふ
息
は
、
自
然
を
つ
く
り
な
す
目
に
見
え
ぬ
も
の
の
一
部
が
、
若
者
の
体
の
深
み
に
ま
で
滲

み
入
る
や
う
に
思
は
れ
、
彼
の
聴
く
潮
騒
は
、
海
の
巨
き
な
潮
の
流
れ
が
、
彼
の
体
内
の
若
々
し

い
血
潮
の
流
れ
と
調
べ
を
合
は
せ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
六
章
） 

 

「（
前
略
）
ど
ん
な
時
世
に
な
つ
て
も
、
あ
ん
ま
り
悪
い
習
慣
は
、
こ
の
島
ま
で
来
ん
う
ち
に
消
え

て
し
ま
ふ
。
海
が
な
ア
、
島
に
要
る
ま
つ
す
ぐ
な
善
え
も
ん
だ
け
を
送
つ
て
よ
こ
し
、
島
に
残
つ

と
る
ま
つ
す
ぐ
な
善
え
も
ん
を
護
つ
て
く
れ
る
ん
や
。
そ
い
で
泥
棒
一
人
も
ね
え
こ
の
島
に
は
、

い
つ
ま
で
も
、
ま
ご
こ
ろ
や
、
ま
じ
め
に
働
い
て
耐
へ
る
心
掛
や
、
裏
腹
の
な
い
愛
や
、
勇
気
や
、

卑
怯
な
と
こ
は
ち
つ
と
も
な
い
男
ら
し
い
人
が
生
き
と
る
ん
や
」 

 

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ほ
ど
理
路
井
然
と
で
は
な
く
、
前
後
し
た
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
の
話
し
方
で
は
あ
つ

た
が
、
若
者
は
め
づ
ら
し
く
能
弁
に
、
ざ
つ
と
こ
ん
な
こ
と
を
少
女
に
話
し
た
。 

（『
潮
騒
』
第
六
章
／
初
江
に
語
る
新
治
の
描
写
。
実
際
は
《
こ
れ
ほ
ど
理
路
生
前
と
で
は
》
な 

い
と
い
う
地
の
文
の
件
り
が
新
治
の
素
朴
さ
を
念
押
し
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。） 

 

初
江
は
そ
れ
ま
で
正
直
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
救
ひ
の
神
が
何
も
の
だ
か
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
し

か
し
泉
の
か
た
は
ら
で
踊
り
狂
つ
て
ゐ
る
安
夫
を
訝
か
し
く
眺
め
る
う
ち
に
、
す
べ
て
は
気
の
き

い
た
蜂
の
し
わ
ざ
だ
つ
た
の
が
わ
か
つ
て
来
た
。 

 
 

（『
潮
騒
』
第
九
章
／
島
の
青
年
・
安
夫
に
襲
わ
れ
る
が
蜂
に
救
わ
れ
る
初
江
の
描
写
。
い
か
に 

 
 
 

も
予
定
調
和
の
展
開
だ
が
、
本
作
に
お
け
る
島
の
人
々
の
心
性
描
写
の
一
環
と
し
て
考
え
れ 

ば
、
予
定
調
和
が
む
し
ろ
意
図
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。） 

  
 

島
の
子
供
は
、
教
科
書
の
絵
や
説
明
で
、
本
物
の
代
り
に
ま
づ
概
念
を
学
ぶ
の
で
あ
つ
た
。
電
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車
や
大
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
や
映
画
館
や
地
下
鉄
を
、
た
だ
想
像
の
中
か
ら
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
ど
ん

な
に
難
し
か
つ
た
ら
う
。
し
か
し
さ
て
実
物
に
接
し
て
の
ち
は
、
新
鮮
な
お
ど
ろ
き
の
あ
と
で
、

今
度
は
そ
の
概
念
の
無
用
さ
が
は
つ
き
り
し
て
き
て
、
島
で
送
る
永
い
一
生
の
あ
ひ
だ
に
、
今
も

都
会
の
路
上
に
さ
わ
が
し
く
行
き
交
う
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
電
車
の
こ
と
な
ど
は
、
思
つ
て
も
み
な

く
な
る
の
で
あ
つ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
七
章
／
新
治
の
弟
の
修
学
旅
行
に
関
す
る
記
述
） 

  

一
方
、
島
の
人
々
と
一
線
を
画
す
心
性
の
持
ち
主
と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
人
物
と
し
て
、
島
に

生
ま
れ
、
東
京
の
大
学
で
学
ぶ
千
代
子
が
い
る
。
時
折
帰
島
す
る
千
代
子
は
新
治
に
片
想
い
し
て
い

る
が
、
島
の
人
々
に
は
み
ら
れ
な
い
「
自
意
識
」
を
身
に
つ
け
て
い
る
。 

 

千
代
子
は
白
粉
氣
の
な
い
顔
を
、
地
味
な
焦
茶
の
ス
ー
ツ
で
な
ほ
の
こ
と
目
立
た
な
く
見
せ
て

ゐ
た
。
そ
の
燻
ん
だ
、
し
か
し
目
鼻
の
描
線
が
ぞ
ん
ざ
い
で
朗
ら
か
な
顔
立
ち
は
、
見
る
人
に
よ

つ
て
は
、
心
を
惹
か
れ
る
か
も
し
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
な
の
に
千
代
子
は
い
つ
も
陰
氣
な
表
情
を

し
、
自
分
が
美
し
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
た
え
ず
依
怙
地
に
考
へ
て
ゐ
た
。
今
の
と
こ
ろ
こ
れ

が
、
東
京
の
大
学
で
仕
込
ん
で
き
た
「
教
養
」
の
最
も
目
立
つ
成
果
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
ほ

ど
世
の
常
の
顔
立
ち
を
、
そ
ん
な
に
美
し
く
な
い
と
考
へ
込
む
の
は
、
ひ
ど
く
美
人
だ
と
思
ひ
込

む
の
と
同
じ
く
ら
ゐ
に
、
僭
越
な
こ
と
だ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

（『
潮
騒
』
第
七
章
） 

 

千
代
子
は
東
京
が
恋
し
く
な
つ
た
。か
う
し
た
嵐
の
日
に
も
、何
事
も
な
く
自
動
車
が
往
来
し
、

昇
降
機
が
う
ご
き
、
電
車
が
混
雑
し
て
ゐ
る
東
京
が
恋
し
く
な
つ
た
。
あ
そ
こ
で
は
一
応
「
自
然
」

は
制
服
さ
れ
て
ゐ
た
し
、
の
こ
る
自
然
の
威
力
は
敵
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
こ
の
島
で
は
、
島
の

人
た
ち
は
あ
げ
て
自
然
の
味
方
を
し
、
自
然
の
肩
を
も
つ
の
で
あ
つ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
八
章
） 

  

島
に
生
ま
れ
な
が
ら
「
東
京
」
の
「
教
養
」
に
よ
っ
て
そ
の
心
性
を
変
質
さ
せ
た
千
代
子
は
、
東

京
か
ら
三
重
県
の
神
島
（
作
中
で
は
「
歌
島
」）
に
赴
き
島
の
自
然
や
人
々
の
姿
に
瞠
目
し
た
三
島
自

身
が
も
っ
と
も
投
影
さ
れ
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
以
下
引
用
部
分
で
描
写
さ
れ
る
新
治

か
ら
は
、
ほ
ん
の
か
す
か
で
は
あ
る
が
千
代
子
に
通
じ
る
よ
う
な
心
性
の
芽
生
え
が
読
み
と
れ
る
。 

 

（
前
略
）
そ
の
日
の
漁
の
果
て
る
こ
ろ
、
水
平
線
上
の
夕
雲
の
前
を
走
る
一
艘
の
白
い
貨
物
船
の

影
を
、
若
者
は
ふ
し
ぎ
な
感
動
を
以
て
見
た
。
世
界
が
今
ま
で
考
へ
も
し
な
か
つ
た
大
き
な
ひ

ろ
が
り
を
以
て
、
そ
の
か
な
た
か
ら
迫
つ
て
来
る
。
こ
の
未
知
の
世
界
の
印
象
は
遠
雷
の
や
う

に
、
遠
く
轟
い
て
来
て
ま
た
消
え
去
つ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
二
章
／
初
江
を
知
っ
た
ば
か
り
の
頃
の
描
写
） 

 

そ
し
て
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
新
治
の
描
写
は
、
初
江
と
の
婚
約
を
勝
ち
取
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た

嵐
の
海
で
の
冒
険
を
経
た
後
の
以
下
の
描
写
に
繋
が
っ
て
い
る
。 

  
 

ふ
し
ぎ
な
自
足
感
は
彼
を
離
れ
な
か
つ
た
。
夕
方
沖
を
走
る
白
い
貨
物
船
の
影
が
、
ず
つ
と
以

前
に
そ
れ
を
見
た
と
き
と
は
別
種
の
も
の
で
あ
つ
た
が
、
ま
た
新
た
な
感
動
を
新
治
に
与
え
た
。 

『
俺
は
あ
の
船
の
行
方
を
知
つ
て
ゐ
る
。
船
の
生
活
も
、
そ
の
艱
難
も
、
み
ん
な
知
つ
て
ゐ
る
ん

だ
』 

 

と
新
治
は
思
つ
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
白
い
船
は
、
未
知
の
影
を
失
つ
た
。
し
か
し
未
知
よ
り
も

も
つ
と
心
を
そ
そ
る
も
の
が
、
晩
夏
の
夕
方
、
永
く
煙
を
引
い
て
遠
ざ
か
る
白
い
貨
物
船
の
形
に

は
あ
つ
た
。
若
者
は
力
の
限
り
引
い
た
あ
の
命
綱
の
重
み
を
掌
に
思
い
返
し
た
。
か
つ
て
は
遠
く

に
眺
め
た
あ
の
「
未
知
」
に
、
た
し
か
に
一
度
、
新
治
は
そ
の
堅
固
な
掌
で
触
つ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
沖
の
白
い
船
に
自
分
は
触
る
こ
と
も
で
き
る
と
感
じ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
十
五
章
） 

  

初
江
と
の
婚
約
を
勝
ち
取
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
嵐
の
海
で
の
冒
険
を
経
て
後
の
描
写
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
新
治
の
達
成
感
や
自
信
は
、
試
練
や
苦
難
を
乗
り
越
え
た
人
間
特
有
の
一
時
的
な

増
長
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
捉
え
う
る
。
こ
れ
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て―

―

即
ち
自
然
と
共
に

生
き
る
島
の
人
々
と
て
成
長
の
過
程
で
通
る
必
然
の
道
程
と
し
て―

―

描
か
れ
た
も
の
と
捉
え
、
た

と
え
ば
、
の
ち
に
年
長
熟
練
の
漁
師
に
よ
っ
て
新
治
の
若
さ
ゆ
え
の
増
長
が
矯
め
ら
れ
、
自
然
へ
の

崇
敬
が
い
や
増
す
、
と
い
う
展
開
も
想
像
で
き
る
。
が
一
方
で
、
他
の
三
島
作
品
の
登
場
人
物
た
ち

と
共
通
す
る
心
性
の
芽
生
え
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
敗
戦
直
後
の
「
ア
プ
レ
ゲ
ー

ル
犯
罪
」
の
典
型
と
し
て
語
ら
れ
た
光
ク
ラ
ブ
事
件
（
一
九
四
八
年
）
を
モ
デ
ル
と
し
、
第
一
章
冒

頭
に
列
記
し
た
三
島
作
品
の
傾
向
を
数
多
く
備
え
る
『
青
の
時
代
』（
一
九
五
〇
年
）
の
主
人
公
・
誠
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の
少
年
時
代
の
描
写
は
、
上
記
引
用
の
新
治
が
示
す
い
さ
さ
か
観
念
的
な
「
未
知
」
へ
の
到
達
・
獲

得
の
感
覚
と
の
通
底
を
感
じ
さ
せ
る
。 

  
 

誠
は
い
そ
ぎ
な
が
ら
買
ひ
つ
け
の
文
房
具
店
の
前
ま
で
来
た
。
そ
の
軒
先
に
大
き
な
鉛
筆
の
模

型
が
か
か
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
） 

 
 

誠
が
（
徳
永
註
＝
鉛
筆
の
模
型
を
）
ね
だ
る
た
び
に
、
母
親
は
ま
す
ま
す
難
渋
し
、
店
員
た
ち
は
ま

す
ま
す
笑
つ
た
。（
中
略
） 

『
売
物
で
は
な
い
。
そ
ん
な
口
実
を
誰
が
あ
の
鉛
筆
に
与
え
た
の
だ
ら
う
。
ど
う
し
て
あ
の
鉛
筆

が
僕
の
も
の
に
な
ら
な
い
の
だ
ら
う
。
あ
の
鉛
筆
と
僕
と
の
間
に
在
つ
て
、
邪
魔
を
し
て
ゐ
る
も

の
は
一
体
何
だ
ら
う
』 

（
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
第
一
章(

８)

） 

  

両
引
用
を
読
み
合
わ
せ
る
と
、
や
は
り
新
治
の
増
長
は
自
然
と
共
に
生
き
る
島
の
人
々
に
比
し
て

些
か
異
様
で
あ
り
、
都
会
人
的
な
「
自
意
識
」
が
芽
生
え
て
い
る
＝
即
ち
他
の
三
島
作
品
と
同
質
の

心
性
を
新
治
が
持
ち
は
じ
め
て
い
る
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
と
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
『
潮
騒
』
全
体

の
基
調
に
照
ら
せ
ば
、
そ
の
読
感
は
興
趣
よ
り
違
和
の
ほ
う
が
強
い
。
し
か
し
以
下
の
本
作
結
末
部

分
は
、
そ
れ
を
さ
ら
に
追
い
討
ち
す
る
よ
う
な
不
可
解
な
一
文
で
閉
じ
ら
れ
る
。 

  
 

初
江
は
そ
つ
と
自
分
の
写
真
に
手
を
ふ
れ
て
、
男
に
返
し
た
。 

 
 

少
女
の
目
に
は
矜
り
が
う
か
ん
だ
。
自
分
の
写
真
が
新
治
を
守
つ
た
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
と
き
若
者
は
眉
を
聳
や
か
し
た
。
彼
は
あ
の
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が
自
分
の
力
で
あ

る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
十
六
章
） 

  

第
十
五
章
・
第
十
六
章
の
上
記
引
用
部
分
の
間
に
は
、《
神
々
は
お
ね
が
ひ
し
た
こ
と
を
悉
く
叶
へ

て
下
さ
つ
た
、
と
若
者
は
ま
た
心
に
幸
福
を
呼
び
か
へ
し
た
。
二
人
は
永
く
祈
つ
た
。
そ
し
て
一
度

も
神
々
を
疑
は
な
か
つ
た
こ
と
に
、
神
々
の
加
護
を
感
じ
た
。》《
今
に
し
て
新
治
は
思
ふ
の
で
あ
つ

た
。
あ
の
や
う
な
辛
苦
に
も
か
か
は
ら
ず
、
結
局
一
つ
の
道
徳
の
中
で
か
れ
ら
は
自
由
で
あ
り
、
神
々

の
加
護
は
一
度
で
も
か
れ
ら
の
身
を
離
れ
た
た
め
し
は
な
か
つ
た
こ
と
を
。
つ
ま
り
闇
に
包
ま
れ
て

ゐ
る
こ
の
小
さ
な
島
が
、
か
れ
ら
の
幸
福
を
守
り
、
か
れ
ら
の
恋
を
成
就
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
ふ
こ

と
を
。》（
共
に
第
十
六
章
）
と
い
う
件
り
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
上
記
本
作
結
末
部
分
の
新
治
の
描

写
は
、
小
説
表
現
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
構
成
上
の
迷
走
あ
る
い
は
は
っ
き
り
失
敗
と
い
っ
て
い
い

矛
盾
を
示
し
て
い
る
。
三
島
は
新
治
を
他
の
自
作
と
は
異
質
の
人
物
と
し
て
造
形
す
る
意
図
を
持
っ

て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
三
島
が
お
こ
な
っ
て
き
た
人
物
造
形
の
傾
向―

―

そ
れ
は
多
分
に
三

島
自
身
の
心
性
の
反
映
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う―

―

が
紛
れ
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
文
脈
の
み
に

即
す
な
ら
こ
れ
は
迷
走
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
新
治
と
初
江
の
い
か
に
も
作
り
も
の
め
い
た
相
愛
に

ほ
ん
の
わ
ず
か
の
行
き
違
い
を
与
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
玄
妙
な
小
説
表
現
と
し
て
も
読
み
う

る
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
創
作
表
現
に
お
け
る
部
分
的
な
失
敗
が
「
味
」
と
し
て
肯
定
評
価
し
う
る

事
例
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
上
記
の
矛
盾
・
迷
走
は
、
創
作
者
が
作
品
を
制
作
す
る
過

程
で
す
べ
て
を
統
制
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と―

―

三
島
は
他
の
作
家
に
比
し
て
も
特
に
自
作
の

統
制
が
巧
み
だ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
こ
れ
が
半
ば
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
こ
と―

―

を
示
す

と
と
も
に
、
創
作
者
の
葛
藤
が
ど
の
よ
う
な
局
面
で
発
生
す
る
の
か
を
端
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る

事
例
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

ち
な
み
に
三
島
は
本
作
を
失
敗
作
と
し
て
も
振
り
返
り
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

  

（
前
略
）
私
が
「
潮
騒
」
の
中
で
ゑ
が
か
う
と
思
つ
た
自
然
は
、「
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
」
に
倣
つ

た
以
上
、（
中
略
）
確
乎
た
る
協
同
体
意
識
に
裏
附
け
ら
れ
た
唯
心
論
的
自
然
で
あ
つ
た
。
私
は
自

然
の
頻
繁
な
擬
人
化
を
も
辞
さ
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、「
潮
騒
」
に
は
根
本
的
な
矛

盾
が
あ
る
。
あ
の
自
然
は
、
協
同
体
内
部
の
人
の
見
た
自
然
で
は
な
い
。
私
の
孤
独
な
観
照
の
生

ん
だ
自
然
に
す
ぎ
ぬ
。
一
方
、
登
場
人
物
は
と
見
る
と
、
彼
ら
は
現
代
に
生
き
な
が
ら
政
治
的
関

心
も
社
会
意
識
も
持
た
ず
、
い
は
ゆ
る
「
封
建
的
な
」
諸
秩
序
の
残
存
に
も
、
た
え
て
批
判
の
目

を
向
け
な
い
。
し
か
し
私
は
現
実
に
、
そ
の
モ
デ
ル
の
島
で
、
か
う
し
た
も
の
す
べ
て
に
無
関
心

な
、
し
か
も
潑
剌
た
る
若
い
美
し
い
男
女
を
見
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
か
う
い
ふ
彼
ら
の
盲
目

を
美
し
く
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
自
然
の
見
方
、
自
然
へ
の
対
し
方
に
お
け
る
、
古
い
伝
習
的
な
協

共
体
意
識
だ
と
思
は
れ
た
。
も
し
私
が
そ
の
意
識
を
わ
が
も
の
と
し
、
そ
の
目
で
自
然
と
見
る
こ

と
が
で
き
た
と
し
た
ら
、物
語
は
内
的
に
何
の
矛
盾
も
孕
ま
ず
に
語
ら
れ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。が
、

私
に
は
で
き
な
か
つ
た
。
そ
こ
で
私
の
目
が
見
た
あ
の
や
う
な
孤
独
な
自
然
の
背
景
の
な
か
で
、

少
し
も
孤
独
を
知
ら
ぬ
や
う
に
見
え
る
登
場
人
物
た
ち
は
、
痴
愚
と
し
か
見
え
な
い
結
果
に
終
つ

た
の
で
あ
る
。 

（
三
島
由
紀
夫
『
小
説
家
の
休
暇
』（
徳
永
注
＝
日
記
体
裁
の
評
論
集
）
―
「
七
月
二
十
九
日
（
金
）」(

９)

） 
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島
の
自
然
や
神
へ
の
信
仰
な
ら
び
に
前
近
代
的
な
共
同
体
意
識
を
保
持
す
る
人
々
の
姿
が
、
都
会

人
で
あ
る
三
島
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
の
齟
齬
が
、
登
場
人
物
た
ち
を
「
痴
愚
」

に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
三
島
が
い
う
「
痴
愚
」
に
、
先
に

み
た
新
治
の
か
す
か
な
「
自
意
識
」
の
発
動
は
含
ま
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

こ
で
三
島
が
い
う
「
矛
盾
」
は
、
新
治
の
突
然
変
異
の
よ
う
な
自
意
識
発
動
の
矛
盾
（
＝
自
然
と
の

遊
離
を
余
儀
な
く
す
る
心
性
の
芽
生
え
）
に
よ
っ
て
、
半
ば
相
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

  

（
前
略
）
こ
の
小
説
は
反
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
的
な
も
の
で
あ
り
、
既
成
道
徳
の
帰
依
者
た

ち
乃
至
は
適
応
者
た
ち
の
幸
福
な
物
語
で
あ
り
、
ど
の
一
頁
に
も
デ
カ
ダ
ン
ス
の
影
も
と
ど
め
ぬ

小
説
で
あ
り
、
考
へ
ら
れ
る
限
り
の
「
作
者
不
在
」
の
小
説
た
る
べ
き
で
あ
つ
た
。
私
は
今
ま
で

得
意
と
し
て
き
た
手
法
を
悉
く
捨
て
、（
な
ぜ
な
ら
手
法
に
は
い
つ
も
作
者
が
ひ
そ
む
か
ら
）、
と

も
す
る
と
既
成
道
徳
の
枠
を
は
み
出
さ
う
と
す
る
登
場
人
物
を
き
び
し
く
監
視
し
規
制
し
た
こ
と

を
告
白
す
る
。 

（
三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き
（「
潮
騒
」
用
）」(

10)

） 

  

上
記
引
用
は
、『
潮
騒
』
用
に
書
か
れ
た
あ
と
が
き
だ
が
、
発
表
当
時
使
用
さ
れ
ず
没
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
一
つ
前
に
引
用
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
三
島
が
『
潮
騒
』
に
は
「
根
本
的
な
矛
盾
」
が
あ
る

と
告
白
し
て
い
た
こ
と
と
勘
案
す
る
と
、「
作
者
不
在
」
の
目
論
見
が
失
敗
し
た
こ
と
を
自
覚
し
た
ゆ

え
の
未
使
用
だ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
作
者
三
島
に
よ
る
「
監
視
」
を
逃
れ
た
新

治
の
「
自
意
識
」
が
作
中
ひ
そ
か
に
息
づ
い
て
い
る
と
想
像
す
る
と
、
本
章
で
み
た
矛
盾
が
む
し
ろ

痛
快
で
す
ら
あ
り
、
創
作
過
程
に
お
け
る
作
者
と
作
品
（
あ
る
い
は
作
中
人
物
）
と
の
緊
張
関
係
を

見
る
思
い
が
す
る
。
奇
し
く
も
（
あ
る
い
は
意
図
的
に
か
）
上
記
引
用
で
三
島
が
用
い
て
い
る
「
監

視
」
と
い
う
語
は
、
作
中
で
新
治
と
初
江
が
逢
い
引
き
す
る
「
観
的
哨
」（
着
弾
計
測
用
の
旧
日
本
軍

の
施
設
）
と
の
類
縁
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。 

＊ 

本
論
が
重
視
す
る
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
考
察
し
た
先
行
研
究
・
評
論
・
書
評
は
あ
ま
り
多
く
な
い

が
、
こ
こ
で
主
だ
っ
た
も
の
を
概
観
し
て
お
く
。
助
川
徳
是
「
潮
騒
」(

11)

は
、
件
の
末
尾
の
一
文
か

ら
「
肉
体
を
精
神
の
誇
り
が
冒
す
病
」
の
萌
芽
を
み
て
い
る
が
、
こ
れ
は
試
み
と
し
て
三
島
自
決
を

重
ね
る
解
釈
で
あ
る
こ
と
が
助
川
自
身
に
よ
っ
て
前
提
さ
れ
て
い
る
。
中
島
国
彦
「
デ
ル
フ
ィ
の
若

者
、
歌
島
の
若
者
―
―
『
潮
騒
』
へ
の
一
視
点
」(

12)

は
、
末
尾
の
一
文
に
《
何
と
無
機
的
に
響
く
こ

と
だ
ろ
う
。》
と
い
う
評
言
を
与
え
、
作
者
で
あ
る
三
島
が
《
自
分
の
思
い
の
た
け
を
述
べ
よ
う
と
し

て
い
る
》
と
し
て
い
る
。
杉
本
和
弘
「『
潮
騒
』
―
―
「
歌
島
」
の
物
語
」(

13)

は
上
記
助
川
の
論
考

を
ふ
ま
え
つ
つ
、新
治
と
初
江
の
懸
隔
に
比
重
を
置
い
た
解
釈
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。羽
鳥
徹
哉「「
潮

騒
」
の
話
法
と
夢
」(

14)

は
、《
敗
戦
に
よ
る
廃
墟
の
日
本
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
新
生
日
本
を
作
り
上

げ
て
い
く
べ
き
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
書
こ
う
と
す
る
意
図
》
を
持
つ
本
作
は
、
語
り
手
が
新
治
ら
を

見
下
ろ
し
《
時
に
対
象
と
重
な
っ
て
》
お
り
、
末
尾
の
一
文
に
は
《
事
あ
ら
ば
再
び
と
い
う
気
分
は

潜
ま
せ
て
あ
る
。》
と
し
、
三
島
晩
年
の
厭
世
観
（
羽
鳥
い
わ
く
《
斬
り
死
に
の
方
向
》）
を
重
ね
見

て
い
る
。
こ
れ
は
上
記
助
川
の
解
釈
の
後
継
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
下
河
部
行
輝
「
三
島
の
『
潮
騒
』

の
本
案
振
り
」(

15)

は
、
末
尾
の
一
文
に
お
け
る
「
自
分
の
力
」
が
《
三
島
の
思
い
を
窺
わ
せ
る
》
と

し
、
三
島
の
実
人
生
に
お
け
る
失
恋
（
明
記
は
な
い
が
お
そ
ら
く
は
『
假
面
の
告
白
』
の
モ
デ
ル
に

な
っ
た
女
性
と
の
別
離
）
の
反
映
と
し
て
本
家
『
ダ
フ
ニ
ス
と
ク
ロ
エ
』
の
よ
う
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
を
許
さ
な
い
心
持
ち
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
稲
田
大
貴
「
不
在
の
「
作
者
」

と
造
反
す
る
語
り
手
―
―
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
論
―
―
」(

16)

は
、
本
作
が
「
物
語
」
と
「
近
代
小

説
」
の
対
立
構
造
を
前
提
に
考
察
さ
れ
て
き
た
経
緯
を
整
理
し
つ
つ
、
件
の
末
尾
の
一
文
に
「
物
語
」

と
し
て
の
《
し
っ
く
り
こ
な
さ
》
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
稲
田
の
論
考
は
、
論
者
（
徳
永
）
も

先
に
引
用
し
た
未
発
表
の
『
潮
騒
』
あ
と
が
き
に
あ
る
「
作
者
不
在
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
が

か
り
に
、
作
者
自
身
に
よ
る
自
作
解
題
等
の
作
品
外
情
報
に
ふ
れ
た
読
者
が
作
者
の
「
意
図
」
を
仮

構
し
作
品
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
状
況
の
考
察
に
む
し
ろ
重
点
が
あ
る
た
め
、「
物
語
」
と
「
近
代
小
説
」

の
対
立
構
造
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
て
い
る
。
示
唆
に
富
む
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
本
論
で
論
者

は
稲
田
の
中
心
論
点
に
つ
い
て
は
留
保
し
、
上
記
対
立
構
造
に
則
っ
て
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る(

17)

。

ま
た
、
杉
山
欣
也
「『
潮
騒
』
の
語
り
手
と
戦
後
社
会
」(

18)

は
、
本
論
が
重
視
す
る
矛
盾
と
後
述
す

る
映
画
化
第
一
作
と
の
違
い
に
着
目
す
る
な
ど
、本
論
に
最
も
近
い
ア
プ
ロ
ー
チ
の
論
考
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
本
論
は
映
画
化
第
三
作
と
の
比
較
考
察
を
付
け
加
え
る
。 

 

三 

『
潮
騒
』
映
画
化
作
品
に
お
け
る
結
末
部
分 

  

『
潮
騒
』
は
こ
れ
ま
で
に
計
五
回
映
画
化
さ
れ
て
い
る
が
、
前
章
で
考
察
し
た
、
初
江
と
の
相
愛

を
裏
切
る
よ
う
な
結
末
部
分
の
新
治
の
矛
盾
―
―
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が
護
符
の
よ
う
な
「
初
江

の
写
真
」
で
は
な
く
「
自
分
の
力
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
新
治
は
知
っ
て
い
た
と
す
る
原
作
の
描
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写
は
、
各
作
品
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
、
各
映
画
化

作
品
を
発
表
順
で
は
な
く
内
容
に
即
し
て
検
討
し
て
い
く
。 

 

ま
ず
原
作
に
忠
実
な
例
と
し
て
、
第
四
作
（
監
督
：
西
河
克
己
、
脚
本
：
須
崎
勝
弥
、
主
演
：
三

浦
友
和
・
山
口
百
恵
、
一
九
七
五
年
四
月
、
東
宝
）、
第
五
作
（
監
督
：
小
谷
承
靖
、
脚
本
：
剣
持
亘
、

主
演
：
鶴
見
辰
吾
・
堀
ち
え
み
、
一
九
八
五
年
十
月
、
東
宝
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
作
と
も
、
原
作

末
尾
の
文
を
な
ぞ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
流
れ
、
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
な
る
。
以
下
、
第
五
作
の
脚
本
か

ら
該
当
部
分
を
挙
げ
る
。 

  
 
 

新
治
、
シ
ャ
ツ
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
初
江
の
写
真
を
出
し
て
、
見
せ
る
…
…
初
江
、
見
て
、
新

治
を
見
上
げ
る
…
…
新
治
、
微
笑
ん
で
い
る
。 

 

Ｎ
「
少
女
の
眼
に
は
誇
り
が
浮
か
ん
だ
…
…
自
分
の
写
真
が
、
若
者
を
守
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ

る
…
…
し
か
し
そ
の
時
、
若
者
は
眉
を
聳
や
か
し
た
。
彼
は
、
あ
の
冒
険
を
切
り
抜
け
た
の
が
、

自
分
の
力
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
…
…
」 

 
 

並
ん
で
海
を
眺
め
る
新
治
と
初
江
―
― 

潮
騒
が
、
聞
こ
え
る
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
終
〉 

（
映
画
『
潮
騒
』
第
五
作
脚
本
よ
り
、
シ
ー
ン
一
三
四
／
Ｎ
は
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
意(

19)

） 

 

一
方
、
第
一
作
（
監
督
：
谷
口
千
吉
、
脚
本
：
谷
口
千
吉
・
中
村
真
一
郎
、
主
演
：
久
保
明
・
青

山
京
子
、
一
九
五
四
年
十
月
、
東
宝
）
と
第
二
作
（
監
督
：
森
永
健
次
郎
、
脚
本
：
棚
田
吾
郎
・
須

藤
勝
人
、
主
演
：
浜
田
光
夫
・
吉
永
小
百
合
、
一
九
六
四
年
四
月
、
日
活
）
で
は
、
件
の
矛
盾
そ
の

も
の
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
第
一
作
の
脚
本
か
ら
該
当
部
分
を
挙
げ
る
。 

 

126 

燈
室 

（
中
略
） 

 

新
治
（
徳
永
注
＝
お
そ
ら
く
「
初
江
」
の
誤
記
）
「
こ
れ
覚
え
と
る
？
」 

 

新
治
「
覚
え
と
る
…
…
俺
か
て
」 

 
 
 
 

と
、
シ
ャ
ツ
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
初
江
の
写
真
を
出
し
て
見
せ
る
。 

  

127 

燈
台
の
下 

 
 

台
長
さ
ん
が
上
へ
呼
ぶ
。 

 

「
早
く
来
な
い
と
、
御
飯
が
―
―
」 

 
 
 

と
言
い
か
け
、
そ
つ
と
官
舎
へ
引
き
返
し
て
行
く
。 

 
 
 

窓
の
中
の
二
人
の
影
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 

燈
台
の
灯
が
静
か
に
廻
つ
て
来
て
、
や
が
て
又
闇
に
戻
る
。 

（
Ｆ
・
Ｏ
） 

（
映
画
『
潮
騒
』
第
一
作
脚
本
よ
り(

20)

） 

  

特
に
こ
の
第
一
作
に
お
け
る
原
作
改
変
（
末
尾
の
描
写
の
削
除
）
は
、
脚
本
担
当
の
一
人
が
中
村

真
一
郎
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
注
目
に
値
す
る
。
第
一
章
で
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
中
村
は
原
作
に

つ
い
て
《『
潮
騒
』
は
小
説
で
は
な
い
。（
中
略
）
物
語
で
あ
る
。
…
…
三
島
氏
は
、
近
代
的
な
小
説

家
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
最
も
痛
烈
な
近
代
小
説
の
解
毒
剤
の
製
造
者
と
な
っ

た
。》(

１)

と
述
べ
て
お
り
、
前
章
で
み
た
原
作
に
お
け
る
矛
盾
＝
中
村
の
い
う
「
近
代
小
説
」
的
要
素

の
混
入
を
意
図
的
に
排
除
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。 

ち
な
み
に
三
島
は
、
こ
の
第
一
作
の
出
来
に
満
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
脚
本
を
中
村
が
担
当

し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
以
前
の
自
作
小
説
の
映
画
化
作
品
（『
純
白
の
夜
』『
夏
子
の
冒
険
』『
に
つ
ぽ

ん
製
』
な
ど
）
の
、
特
に
脚
本
に
不
満
足
だ
っ
た
三
島
が
『
潮
騒
』
映
画
化
に
さ
い
し
中
村
に
脚
本

担
当
を
頼
ん
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
三
島
は
こ
の
脚
本
を
《
徹
底
的
に
検
討
し
た
》(

21) 

と
述
べ
て
い

る
の
で
、
当
然
当
該
部
分
の
削
除
も
諒
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

こ
の
映
画
化
第
一
作
に
対
す
る
三
島
の
肯
定
的
評
価
は
、原
作
に
対
す
る
中
村
の
評
言
に
あ
る「
小

説
」
と
「
物
語
」
の
相
違
が
徹
底
さ
れ
、
こ
の
映
画
化
第
一
作
が
全
き
「
物
語
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
想
像
を
加
え
れ
ば
、
映
画
化
第
一
作
と
の
端
的
な
違
い
が
容

易
に
見
出
せ
る
原
作
が
、「
物
語
」
に
は
な
い
複
雑
さ
を
も
つ
「
近
代
小
説
」
と
し
て
一
定
の
価
値
を

持
ち
う
る
可
能
性
を
追
認
し
た
が
ゆ
え
の
肯
定
的
評
価
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。 

第
三
作
（
監
督
：
森
谷
司
郎
、
脚
本
：
井
手
俊
郎
、
主
演
：
朝
比
奈
逸
人
・
小
野
里
み
ど
り
、
一

九
七
一
年
九
月
、
東
宝
）
は
、
件
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
は
じ
め
と
し
て
、
随
所
で
際
だ
っ
た
演
出
が

み
ら
れ
る
。 

原
作
ど
お
り
に
初
江
が
「
こ
れ
、
覚
え
と
る
？
」
と
貝
殻
を
見
せ
、
応
じ
た
新
治
が
初
江
の
写
真

を
見
せ
、
見
つ
め
合
う
。
こ
こ
で
、
原
作
の
地
の
文
を
使
用
し
た
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
か
ぶ
さ
る
の
で

あ
る
が
、
第
四
作
、
第
五
作
と
異
な
り
、
途
中
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
中
断
す
る
。
以
下
、
画
面
構
成

や
原
作
と
の
異
同
を
補
い
つ
つ
、
脚
本
風
に
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
再
現
す
る
。 
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新
治
の
手
に
あ
る
初
江
の
写
真
と
初
江
の
手
に
あ
る
貝
殻
。 

互
い
に
微
笑
む
二
人
。 

Ｎ
「
少
女
の
目
に
は
矜
り
が
う
か
ん
だ
。
自
分
の
写
真
が
若
者
を
守
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
」 

 

微
笑
か
ら
無
表
情
に
な
る
新
治
の
顔
（
初
江
は
写
っ
て
い
な
い
）。 

Ｎ
「
し
か
し
そ
の
と
き
若
者
は
眉
を
聳
や
か
し
た
」（
こ
こ
で
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
終
了
。） 

 

上
記
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
終
了
と
同
時
に
振
り
返
る
新
治
。
視
線
の
先
に
は
海
が
あ
り
、
左
か
ら
右

に
進
む
船
が
見
え
る
。 

急
に
画
面
が
暗
転
し
、
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
に
な
る
。（
海
を
見
続
け
る
新
治
の
髪
は
白
く
、

白
シ
ャ
ツ
は
黒
く
な
る
。） 

 

海
を
進
む
船
の
ア
ッ
プ
に
、
文
字
列
が
徐
々
に
流
れ
、
か
ぶ
さ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｍ
以
外
は
無
音
）。 

文
字
列
「
若
者
は 

 
 
 
 

あ
の
冒
険
を 

き
り
ぬ
け
た
の
が 

 
 
 
 

自
分
の
力
で
あ
る 

 
 
 
 

こ
と
を
知
っ
て
い
た
」 

「
終
」
の
文
字
が
浮
か
び
、
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
。 

 

明
ら
か
に
、
新
治
の
「
自
分
の
力
」
の
自
覚
が
物
語
の
基
調
か
ら
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、

そ
れ
を
明
示
し
つ
つ
も
原
作
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
演
出
で
あ
る
。
作
品
世
界
の
統
一
性
を
尊
重
す

る
な
ら
、
原
作
末
尾
の
こ
の
一
文
を
映
画
化
第
一
作
、
第
二
作
の
よ
う
に
削
除
し
て
し
ま
え
ば
よ
い

わ
け
だ
が
、
こ
の
第
三
作
は
、
原
作
を
あ
え
て
律
儀
に
尊
重
す
る
、
あ
る
い
は
原
作
に
異
議
申
し
立

て
を
す
る
か
の
よ
う
に
、突
飛
と
も
い
え
る
視
覚
効
果
―
―
本
論
で
挙
げ
た
述
語
を
援
用
す
る
な
ら
、

「
物
語
」（
ポ
ジ
）
が
「
近
代
小
説
」（
ネ
ガ
）
に
急
変
す
る
と
い
う
表
現
で
は
な
い
か
？
―
―
を
交

え
、
末
尾
の
一
文
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
作
が
内
包
す
る
矛
盾
あ
る
い
は
玄
妙

さ
を
見
事
に
視
覚
化
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
を
原
作
自
体
よ
り
も
わ
か
り
や

す
く
鑑
賞
者
に
伝
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、芸
術
性
・
批
評
性
に
富
ん
だ
見
事
な
演
出
と
い
え
る
。 

 

ま
た
こ
の
第
三
作
で
は
、
新
治
が
初
め
て
観
的
哨
で
初
江
と
出
会
う
場
面
で
も
、
原
作
に
は
な
い

興
味
深
い
演
出
が
み
ら
れ
る
。
新
治
は
黄
色
い
蝶
を
追
い
な
が
ら
観
的
哨
の
階
段
を
上
り
二
階
に
上

が
る
。
蝶
が
壁
に
止
ま
る
と
、
そ
こ
に
は
壁
に
彫
ら
れ
た
「
撃
ち
て
し
や
ま
む 

盡
忠
報
國
」
の
文

字
が
あ
る
。
新
治
は
そ
こ
に
目
線
を
く
れ
る
が
、
文
字
を
読
ん
で
い
る
素
振
り
を
一
切
見
せ
な
い
。

ま
た
、
上
記
の
文
字
が
画
面
に
現
れ
る
と
同
時
に
、
連
続
す
る
砲
撃
音
が
か
ぶ
さ
る
。
こ
の
音
が
新

治
の
心
内
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
観
客
し
か
聴
こ
え
な
い
効
果
音
で
あ
る
こ
と
は
、
文
字
に
関
心
を

示
さ
な
い
新
治
の
様
子
か
ら
も
容
易
に
分
か
る
。
や
が
て
壁
か
ら
飛
び
立
つ
蝶
を
追
っ
て
階
段
途
中

の
踊
り
場
に
出
、
去
っ
て
行
っ
た
蝶
を
尻
目
に
さ
ら
に
階
段
を
上
る
と
、
屋
上
に
初
江
が
い
る
、
と

い
う
展
開
に
な
る
。
新
治
の
無
教
養
だ
け
で
な
く
、
若
者
た
ち
が
過
去
の
戦
争
の
喚
起
よ
り
現
在
の

恋
に
傾
倒
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
こ
の
第
三
作
公
開
の
前
年
に
自
衛
隊
法
制
化
を
訴
え
天

皇
陛
下
万
歳
を
唱
え
た
の
ち
自
決
し
た
原
作
者
・
三
島
の
記
憶
も
織
り
込
ん
だ
演
出
で
あ
ろ
う
。 

半
ば
再
説
に
な
る
が
、
特
に
こ
の
第
三
作
は
、
原
作
＝
一
次
表
現
な
ら
び
に
作
者
の
実
人
生
、
作

者
の
他
作
品
の
子
細
や
傾
向
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
解
釈
し
、
二
次
表
現
と
し
て
投
げ
返
す
こ
と
で
、

映
画
の
鑑
賞
者
に
対
し
、
原
作
小
説
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
説
得
力
あ
る
形
で
伝
え
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
次
表
現
が
優
れ
た
研
究
や
評
論
と
同
質
の
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
、
二

次
表
現
の
研
究
が
一
次
表
現
の
研
究
と
連
動
し
う
る
こ
と
を
証
立
て
て
も
い
る
の
で
あ
る(

22)

。 

 

お
わ
り
に 

『
潮
騒
』
か
ら
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
へ 

  

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』（
二
〇
一
三
年
四
月
～
九
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
）
は
、
東
日
本
大
震
災
を

物
語
展
開
の
山
場
と
し
て
い
る
が
、
都
会
と
地
方
の
関
係
を
描
い
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
東
京

生
ま
れ
の
主
人
公
・
ア
キ
は
半
ば
引
き
こ
も
り
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
が
、
母
の
故
郷
で
あ
る
東
北

の
北
三
陸
（
架
空
の
地
名
）
に
移
住
す
る
こ
と
で
活
性
化
し
、
前
向
き
に
生
き
る
気
力
を
取
り
戻
す
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
、
特
筆
す
べ
き
は
、
流
行
語
に
も
な
っ
た
「
じ
ぇ
じ
ぇ
じ
ぇ
」
に
代
表
さ
れ
る

方
言
の
描
写
で
あ
る
。
地
元
の
人
々
が
方
言
を
話
す
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
東
京
生
ま
れ
の
ア
キ
も

積
極
的
に
方
言
を
使
う
よ
う
に
な
り
、
上
記
活
性
化
の
原
動
力
と
も
な
る
。
こ
れ
を
「
ニ
セ
方
言
」

「
コ
ス
プ
レ
方
言
」
と
規
定
し
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
表
現
に
お
け
る
方
言
描
写
の
増
加
と
と
も
に
考
察

す
る
研
究
も
出
て
き
て
い
る
が(

23)

、
三
島
の
『
潮
騒
』
も
方
言
描
写
を
効
果
的
に
取
り
入
れ
魅
力
を

高
め
て
い
た
作
品
で
あ
り
、
第
二
章
で
引
い
た
三
島
の
解
題
に
い
う
「
孤
独
な
観
照
」
の
向
か
う
先

に
あ
っ
た
も
の
の
一
つ
は
、
モ
デ
ル
に
な
っ
た
神
島
（
作
中
で
は
「
歌
島
」）
の
人
々
が
話
す
生
き
生

き
と
し
た
方
言
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
下
記
引
用
な
ど
は
、
そ
の
効
果
的
な
使
用
の
端
的
な
例
で
あ

る
。 
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「
目
を
あ
い
ち
ゃ
い
か
ん
ぜ
！
」 

 
 

し
か
し
若
者
は
も
う
目
を
つ
ぶ
ろ
う
と
は
し
な
か
つ
た
。
生
れ
た
時
か
ら
漁
村
の
女
の
裸
は
見

慣
れ
て
ゐ
た
が
、
愛
す
る
者
の
裸
を
見
る
の
は
は
じ
め
て
だ
つ
た
。（
中
略
） 

 

「
ど
う
し
た
ら
、
恥
か
し
く
な
く
な
る
の
や
ろ
」 

 

す
る
と
少
女
の
返
事
は
、
実
に
無
邪
気
な
返
事
だ
つ
た
が
、
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
で
も
あ
つ
た
。 

「
汝
（
徳
永
注
＝
「
ん
の
」
と
読
む
）
も
裸
に
な
れ
、
そ
し
た
ら
恥
ず
か
し
く
な
く
な
る
だ
ろ
」 

（
中
略
） 

「
初
江
！
」 

 

と
若
者
が
叫
ん
だ
。 

「
そ
の
火
を
飛
び
越
し
て
来
い
。
そ
の
火
を
飛
び
越
し
て
き
た
ら
」 

 

少
女
は
息
せ
い
て
は
ゐ
る
が
、
清
ら
か
な
弾
ん
だ
声
で
言
つ
た
。 

（『
潮
騒
』
第
八
章
） 

 

『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
の
ア
キ
は
、
当
地
で
母
の
過
去
と
と
も
に
『
潮
騒
の
メ
モ
リ
ー
』
と
い
う
曲
を

知
り
、
歌
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
曲
に
は
、
題
名
だ
け
で
な
く
歌
詞
に
も
『
潮
騒
』
の
パ
ロ

デ
ィ
が
あ
り
（「
火
を
飛
び
越
え
る
」
云
々
）、
ド
ラ
マ
の
中
で
も
《
三
島
由
紀
夫
の
『
潮
騒
』》
へ
の

言
及
が
あ
る
（
第
四
六
話
、
ア
キ
が
憧
れ
る
〈
種
市
先
輩
〉
の
台
詞
）。
ア
キ
は
コ
ス
プ
レ
方
言
を
身

に
つ
け
、
か
つ
て
母
が
歌
っ
て
い
た
曲
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
、
都
会
と
地
方
の
懸
隔
を
文
字
通
り
飛

び
越
し
、
震
災
を
挟
ん
で
双
方
を
行
き
来
す
る
こ
と
に
な
る
。 

  
 

た
と
え
ば
地
震
が
あ
る
。
家
が
倒
壊
し
、
大
ぜ
い
の
人
が
死
ぬ
。
人
は
自
然
的
原
因
に
よ
つ
て

死
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
唯
心
論
的
自
然
観
は
、
こ
れ
を
物
理
的
原
因
と
み
と
め
た
が
ら
な
い
。
プ

シ
ュ
ケ
（
徳
永
注
＝
「
息
」
か
ら
転
じ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
生
命
」
や
「
魂
」
の
よ
う
な
も
の
）
が
プ
シ
ュ

ケ
を
殺
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
） 

 
 

自
然
が
客
観
的
に
、
物
（
徳
永
注
＝
原
文
傍
点
）
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
、
自
然
と

人
間
と
の
怖
ろ
し
い
決
定
的
な
対
立
を
み
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
人
は
こ
の
よ
う
な
恐
怖
に

耐
え
ら
れ
な
か
つ
た
。
こ
ん
な
対
立
を
み
と
め
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
人
間
が
科
学
を
生
み
、

自
然
に
対
す
る
安
心
で
き
る
武
器
を
手
に
し
て
以
来
で
あ
る
。 

（
三
島
由
紀
夫
「
小
説
家
の
休
暇
」
七
月
二
十
九
日
（
金
）） 

 

 

こ
こ
で
三
島
が
地
震
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
自
体
に
さ
し
た
る
意
味
は
な
い
が
、『
潮
騒
』
を
原
イ

メ
ー
ジ
の
一
つ
と
し
た
後
発
作
品
で
あ
る
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
が
、
こ
の
国
を
襲
っ
た
未
曾
有
の
地
震

を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
と
の
照
応
は
見
逃
せ
な
い
。
新
米
の
海
女
と
し
て
自
然
と
一
体
化
し
た
か

の
よ
う
に
み
え
た
ア
キ
と
て
（
も
ち
ろ
ん
北
三
陸
の
人
々
も
）、
震
災
の
被
害
に
は
慄
然
と
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
関
連
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
『
潮
騒
の
メ
モ
リ
ー
』
の
中
で
突
如
あ
ら
わ
れ
る
歌
詞

に
、「
ジ
ョ
ニ
ー
」
と
い
う
人
物
に
千
円
を
返
し
て
く
れ
る
よ
う
に
伝
え
て
欲
し
い
、
と
い
う
内
容
の

も
の
が
あ
る
。『
ジ
ョ
ニ
ィ
へ
の
伝
言
』（
ペ
ド
ロ
＆
カ
プ
リ
シ
ャ
ス
、
一
九
七
三
年
）
の
変
奏
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
の
部
分
は
、
曲
全
体
の
中
で
も
特
に
ナ
ン
セ
ン
ス
な
パ
ロ
デ
ィ
ソ
ン
グ
の
雰

囲
気
を
高
め
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
中
で
こ
の
曲
を
歌
う
の
が
震
災
を
生
き
延
び
た
少
女
た
ち

で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、「
ジ
ョ
ニ
ー
」
と
は
死
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も

思
え
て
く
る
。
作
詞
者
の
意
図
は
措
く
と
し
て
も
、
物
語
全
体
の
文
脈
と
付
き
合
わ
せ
た
と
き
、
震

災
被
災
者
へ
の
想
い
が
読
み
取
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

ア
キ
達
の
恐
怖
は
、
上
記
三
島
の
い
う
自
然
と
人
間
と
の
間
に
対
立
を
見
る
近
代
的
自
然
観
と
不

可
分
で
あ
る
に
違
い
な
く
、
自
然
と
共
に
生
き
る
人
々
を
描
き
な
が
ら
そ
れ
を
裏
切
る
よ
う
な
描
写

を
紛
れ
込
ま
せ
て
し
ま
っ
た
三
島
の
心
性
と
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
は
、

本
論
で
考
察
し
た
『
潮
騒
』
の
矛
盾
に
通
ず
る
複
雑
さ
を
内
包
し
て
お
り
、
小
説
『
潮
騒
』
の
二
次

表
現
作
品
（
映
画
化
作
品
を
挟
め
ば
三
次
表
現
）
と
し
て
も
考
え
う
る
だ
ろ
う
。 

付
言
す
れ
ば
、『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
で
も
描
か
れ
た
、
三
島
も
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
震
災

（
＝
自
然
）
に
よ
る
科
学
（
＝
原
子
力
発
電
所
）
の
敗
北
は
、
逆
説
的
に
我
々
の
自
然
観
を
上
記
三

島
の
い
う
古
代
人
の
そ
れ
に
近
づ
け
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
か
（
少
な
く
と
も
論
者
〈
徳
永
〉
自
身
は

東
日
本
大
震
災
の
あ
と
群
発
し
た
余
震
の
さ
い
、
天
や
地
に
向
け
「
止
ま
れ
！
」
と
度
々
叫
ん
だ
）

(

24)

。
そ
れ
は
一
時
的
な
逃
避
で
あ
り
、
科
学
を
手
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
我
々
の
自
己
矛
盾
に
ほ
か

な
ら
な
い
が
、
人
間
が
普
遍
的
に
保
持
す
べ
き
自
然
へ
の
畏
敬
の
喚
起
で
も
あ
る
と
も
思
う
。
論
者

は
原
則
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
表
現
の
創
作
者
た
ち
の
発
想
や
工
夫
を
探
る
こ
と
を
研
究
の
主
目
的

と
し
て
い
る
が
、
人
間
・
社
会
・
自
然
に
対
す
る
認
識
と
思
考
を
よ
り
深
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る

の
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
表
現
の
力
と
考
え
て
い
る
の
で
、
特
に
今
回
の
考
察
を
通
じ
て
得
た
上
記
の
認

識
を
付
し
、
本
論
を
閉
じ
る
。 

  
 
 

＊
本
文
中
の
テ
キ
ス
ト
引
用
（
単
語
以
外
）
は
《 

》
で
括
っ
た
。 
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〈
注
〉 

 （
１
）「
出
版
ニ
ュ
ー
ス
」
二
八
八
号
（
一
九
五
四
年
十
一
月 

（
２
）
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
「
三
島
由
紀
夫
著
「
潮
騒
」」（
河
出
書
房
「
文
芸
」
一
九
五
四
年
十
月
号
） 

（
３
）
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
『
三
島
あ
る
い
は
空
虚
の
ビ
ジ
ョ
ン
』（
澁
澤
龍
彦
・
訳
、
河
出
書
房
新
社
、

一
九
八
二
年
五
月
） 

（
４
）
中
野
重
治
「「
潮
騒
」
と
大
人
気
の
な
い
話
」（「
新
日
本
文
学
」
一
九
五
七
年
十
月
号
／
作
者
名
の
表
記
は
「
な

か
の
し
げ
は
る
」） 

（
５
）
三
島
由
紀
夫
「
十
八
歳
と
三
十
四
歳
の
肖
像
画
」（「
群
像
」
一
九
五
九
年
五
月
→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全

集
３
１
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
六
月
） 

（
６
）
小
林
秀
雄
「
新
潮
社
文
学
賞
選
後
評
」（「
芸
術
新
潮
」
一
九
五
五
年
一
月
号
） 

（
７
）
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』（
新
潮
社
、
一
九
五
四
年
六
月
→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
４
』
新
潮
社
、
二
〇
〇

一
年
三
月
） 

（
８
）
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』（「
新
潮
」
一
九
五
〇
年
七
月
号
～
十
二
月
号
→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
２
』

新
潮
社
、
二
〇
〇
一
年
一
月
） 

（
９
）
三
島
由
紀
夫
『
小
説
家
の
休
暇
』（
講
談
社
、
一
九
五
五
年
十
一
月
→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
２
８
』
新

潮
社
、
二
〇
〇
三
年
三
月
） 

(

10) 

三
島
由
紀
夫
「
あ
と
が
き
（「
潮
騒
」
用
）」（
執
筆
年
月
日
不
明
→
『
決
定
版 
三
島
由
紀
夫
全
集
２
８
』
新

潮
社
、
二
〇
〇
三
年
三
月
） 

（
１１
）
助
川
徳
是
「
潮
騒
」（
至
文
堂
「
國
文
學 

解
釈
と
鑑
賞
」
三
七
巻
一
五
号
、
一
九
七
二
年
十
二
月
号
） 

（
１２
）
中
島
国
彦
「
デ
ル
フ
ィ
の
若
者
、
歌
島
の
若
者
―
―
『
潮
騒
』
へ
の
一
視
点
」（
學
燈
社
「
國
文
學
」
三
一
巻

八
号
、
一
九
八
六
年
七
月
号
） 

（
１３
）
杉
本
和
弘
「『
潮
騒
』
―
―
「
歌
島
」
の
物
語
―
―
」（
中
部
大
学
「
国
際
関
係
学
部
紀
要
」
一
九
九
〇
年
三
月
） 

（
１４
）
羽
鳥
徹
哉
「「
潮
騒
」
の
話
法
と
夢
」（
學
燈
社
「
國
文
學
」
三
八
巻
五
号
、
一
九
九
三
年
五
月
号
） 

（
１５
）
下
河
部
行
輝
「
三
島
の
『
潮
騒
』
の
本
案
振
り
」（「
岡
山
大
学
紀
要
」
二
三
号
、
一
九
九
五
年
七
月
） 

（
１６
）
稲
田
大
貴
「
不
在
の
「
作
者
」
と
造
反
す
る
語
り
手
―
―
三
島
由
紀
夫
『
潮
騒
』
論
―
―
」（「
九
大
日
文
」
一

七
巻
、
二
〇
一
一
年
三
月
） 

（
１７
）
管
見
に
よ
れ
ば
、
他
に
も
林
房
雄
（『
悲
し
み
の
琴
』）、
中
村
菊
男
（「『
潮
騒
』
私
記
」〈「
日
本
及
日
本
人
」

一
五
三
一
号
、
一
九
七
五
年
九
月
〉）、
関
礼
子
（「
フ
ェ
ミ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
回
収
（「
仮
面
の
告
白
」「
潮
騒
」「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」）」〈
學
燈
社
「
國
文
學
」
三
八
巻
五
号
、
一
九
九
三
年
五
月
〉）
な
ど
が
こ
の
末
尾
の
一
文
に
言

及
し
て
い
る
が
、
特
に
考
察
を
お
こ
な
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
素
朴
な
恋
物
語
と
い
う
基
本
解
釈
は
通
底
し
て

い
る
。 

（
１８
）
杉
山
欣
也
「『
潮
騒
』
の
語
り
手
と
戦
後
社
会
」（
文
化
科
学
高
等
研
究
院
出
版
局
「iich

ik
o 

特
集 

三
島
由
紀

夫
の
文
化
学
」
一
一
六
号
、
二
〇
一
二
年
、
秋
） 

（
１９
）「
剣
持
亘 

潮
騒
」（
シ
ナ
リ
オ
作
家
協
会
「
シ
ナ
リ
オ
」
四
一
巻
一
一
号
、
一
九
八
五
年
十
一
月
） 

（
２０
）
谷
口
千
吉 

中
村
真
一
郎
「
シ
ナ
リ
オ 

潮
騒
」（
映
画
出
版
社
「
映
画
評
論
」
一
一
巻
一
〇
号
、
一
九
五
四

年
十
月
号
） 

な
お
現
在
『
潮
騒
』
映
画
化
作
品
は
第
一
作
、
第
三
作
、
第
五
作
が
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、

鑑
賞
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
論
者
（
徳
永
）
は
、
第
三
作
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
―
Ｂ
Ｓ
で
放
送
さ
れ
た
も
の
、

第
五
作
に
つ
い
て
は
Ｖ
Ｈ
Ｓ
で
発
売
さ
れ
て
い
た
も
の
で
鑑
賞
で
き
た
が
、
第
一
作
（
Ｖ
Ｈ
Ｓ
と
し
て
も
未
発
売

で
、
再
上
映
ま
た
は
放
送
を
待
つ
し
か
な
い
状
況
）
に
つ
い
て
は
未
鑑
賞
で
、
本
論
の
考
察
は
や
む
な
く
上
記
雑

誌
掲
載
の
脚
本
の
み
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。 

（
２１
）
三
島
由
紀
夫
「
私
の
原
作
映
画
」（「
週
刊
朝
日
別
冊
「
特
集 

日
本
映
画
」」
一
九
五
六
年
十
月
→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
２
９
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
年
四
月
） 

（
２２
）
二
次
表
現
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
小
説
の
映
像
化
に
関
す
る
研
究
―
―
『
春
の
雪
』『
世
界
の
中

心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』
を
題
材
と
し
て
―
―
」（
大
正
大
学
表
現
学
部
表
現
文
化
学
科
紀
要
「
表
現
学
」
一
号
、
二

〇
一
五
年
三
月
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
２３
）
田
中
ゆ
か
り
『「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
の
時
代
―
―
ニ
セ
関
西
弁
か
ら
龍
馬
語
ま
で
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年

九
月
）、
金
水
敏
・
田
中
ゆ
か
り
・
岡
室
美
奈
子
（
編
）『
ド
ラ
マ
と
方
言
の
新
し
い
関
係 

『
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
』

か
ら
『
八
重
の
桜
』、
そ
し
て
『
あ
ま
ち
ゃ
ん
』
へ
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
八
月
）
な
ど
を
参
照
。 

（
２４
）
三
島
は
『
潮
騒
』
映
画
化
第
一
作
の
ロ
ケ
見
学
の
た
め
神
島
を
再
訪
し
て
い
る
が
（
原
作
執
筆
時
取
材
の
た
め

の
来
訪
か
ら
一
年
後
）、
そ
の
さ
い
当
地
が
ビ
キ
ニ
環
礁
に
お
け
る
水
爆
実
験
の
間
接
被
害
を
蒙
っ
て
お
り
、《
放

射
能
さ
は
ぎ
の
見
舞
》
を
述
べ
た
と
記
し
て
い
る
（「
潮
騒
」
ロ
ケ
随
行
記
〈「
婦
人
公
論
」
一
九
五
四
年
十
一
月

→
『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
２
８
』〉）。
無
論
こ
れ
も
偶
然
の
照
応
だ
が
、
豊
か
な
自
然
と
人
間
が
統
御
し
き

れ
な
い
科
学
技
術
の
相
克
と
い
う
事
態
に
は
三
島
も
出
遭
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
水
爆
実
験
は
三
島
に
強

い
印
象
を
与
え
た
ら
し
く
、
先
に
引
用
し
た
「
小
説
家
の
休
暇
」（
注
９
）
で
も
詳
細
に
見
解
を
述
べ
て
い
る
（「
七

月
十
九
日
」
の
項
。『
潮
騒
』
に
関
す
る
先
の
引
用
は
「
七
月
二
十
九
日
」
の
項
よ
り
）。
ち
な
み
に
、
こ
の
『
潮

騒
』
映
画
化
第
一
作
と
同
時
期
に
公
開
さ
れ
た
映
画
と
し
て
、
上
記
水
爆
実
験
か
ら
発
想
さ
れ
た
『
ゴ
ジ
ラ
』
第

一
作
が
あ
る
（
本
論
で
引
用
し
た
『
潮
騒
』
映
画
化
第
一
作
の
脚
本
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
「
映
画
評
論
」〈
注
１９
〉

の
広
告
ペ
ー
ジ
に
は
、
東
宝
映
画
の
同
時
期
公
開
作
品
と
し
て
『
潮
騒
』
と
『
ゴ
ジ
ラ
』
の
広
告
が
並
ん
で
い
る
。

『
ゴ
ジ
ラ
』
の
広
告
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
は
「
水
爆
大
怪
獣
ゴ
ジ
ラ
」
と
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
怪
獣
が
人
間
に
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よ
る
放
射
能
利
用
の
徒
花
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
）。
Ｓ
Ｆ
の
分
野
で
は
あ
る
が
、
自
然
と
人
間
の
共
存

ま
た
は
対
立
と
い
う
図
式
は
『
潮
騒
』
と
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
り
興
味
深
い
。
な
お
、
映
画
公
開
が
『
潮
騒
』
第

一
作
と
同
時
期
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
三
島
は
『
ゴ
ジ
ラ
』
を
高
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。『
ゴ
ジ
ラ
』

第
一
作
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
・
田
中
友
幸
は
《
公
開
さ
れ
た
時
「
ゲ
テ
物
映
画
」
扱
い
さ
れ
ま
し
た
が
、
た
だ
一

人
、
三
島
由
紀
夫
さ
ん
だ
け
が 

「
文
明
批
判
の
力
を
持
っ
た
映
画
だ
」
と
高
く
評
価
し
て
下
さ
つ
た
こ
と
を
憶

え
て
い
ま
す
。》
と
証
言
し
て
い
る
（
大
阪
府
立
八
尾
高
等
学
校
同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
人
・
輝
け
る
先
輩
た
ち
」

第
一
回 

h
ttp

://yu
u
ka

ri.lo
lip

o
p
.jp

/h
ito

/h
ito

/n
o
1
.h

tm
l 

二
〇
一
六
年
二
月
六
日
閲
覧
）。
そ
の
後
も
三
島
は
ボ

デ
ィ
ビ
ル
に
つ
い
て
語
る
文
章
で
上
級
者
た
ち
を
《
出
来
上
が
り
の
ゴ
ジ
ラ
》、
初
心
者
の
自
分
を
《
ゴ
ジ
ラ
の
卵
》

と
表
現
し
た
り
（「
ゴ
ジ
ラ
の
卵
―
―
余
技
・
余
暇
」〈「
中
央
公
論
」
一
九
五
五
年
十
二
月
〉
→
→
『
決
定
版 

三

島
由
紀
夫
全
集
２
８
』）、
冷
戦
下
の
《
核
の
均
衡
》
を
《
ゴ
ジ
ラ
と
ガ
メ
ラ
と
か
い
ふ
怪
物
が
二
つ
ゐ
て
、
ケ
ン

ク
ヮ
が
起
こ
ら
ざ
る
を
得
な
い
》
と
表
現
し
た
り
し
て
い
る
（
講
演
「
我
が
国
の
自
主
防
衛
に
つ
い
て
」〈
於
・
第

三
回
新
政
同
志
会
青
年
政
治
研
修
会
〉
一
九
七
〇
年
九
月
三
十
日
）。
特
に
後
者
は
核
利
用
・
放
射
能
の
結
び
つ
き

と
い
う
ゴ
ジ
ラ
の
初
期
設
定
を
三
島
が
正
し
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
前
述
し
た
神
島
に
お
け
る

放
射
能
騒
動
、
ひ
い
て
は
自
作
で
あ
る
『
潮
騒
』
と
『
ゴ
ジ
ラ
』
の
奇
妙
な
関
連
を
三
島
が
意
識
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
。
な
お
、
上
記
放
射
能
お
よ
び
『
ゴ
ジ
ラ
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
前
掲
杉
山
（
注
１８
）

も
言
及
し
て
い
る
。 

              

                              

http://yuukari.lolipop.jp/hito/hito/no1.html
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