
163
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は
じ
め
に

一　

丸
山
眞
男
と
座
談

二　

座
談
を
「
聞
く
」

　
（
一
）
終
戦
か
ら
安
保
ま
で
（
以
上
、
本
号
）

　
（
二
）
安
保
か
ら
退
職
ま
で

　
（
三
）
補
遺

―
そ
の
後

三　

考
察

―
何
が
「
落
ち
た
」
の
か

お
わ
り
に

研
究
ノ
ー
ト

『
丸
山
眞
男
座
談
』
に
戦
争
と
平
和
を
「
聞
く
」（
上
）

	

植
　
村
　
秀
　
樹
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は
じ
め
に

「
丸
山
病
、
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う（
１
）。」

丸
山
眞
男
の
評
伝
を
書
い
た
苅
部
直
は
こ
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
そ
れ
を
始
め
て
い
る
。
崇
拝
と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
熱
烈

な
支
持
と
礼
賛
の
一
方
で
、
丸
山
が
多
く
の
厳
し
い
批
判
の
声
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
丸
山
を
批
判
す
る

言
説
が
一
様
に
帯
び
る
、
独
特
の
熱
気
」
を
苅
部
は
「
丸
山
病
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
賛
美
の
声
に
も
「
丸
山
病
」
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
が
あ
る
よ
う
に
筆
者
は
感
じ
て
き
た
（
２
）。

病
気
と
呼
ぶ
ほ
ど
か
ど
う
か
は
置
い
て
お
く
と
し
て
、
戦
後
民
主
主
義
あ

る
い
は
戦
後
思
想
を
語
る
う
え
で
、
丸
山
は
賛
否
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
最
も
論
議
を
呼
ぶ
存
在
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま

い
。
戦
後
思
想
の
関
が
原
、
い
や
、
摺
鉢
山
（
硫
黄
島
）
に
相
当
す
る
と
で
も
譬
え
て
み
た
く
な
る
の
が
丸
山
眞
男
で
あ
る
。
関

が
原
は
文
字
通
り
の
天
下
分
け
目
の
決
戦
で
あ
る
が
、
摺
鉢
山
は
実
際
の
勝
敗
を
決
す
る
分
岐
点
と
い
う
よ
り
シ
ン
ボ
ル
争
奪
の

要
素
が
大
き
か
っ
た
（
だ
か
ら
こ
そ
、
山
頂
に
星
条
旗
を
立
て
た
時
の
写
真
は
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
。
奪
取
す
べ
き
軍

事
上
の
目
標
は
飛
行
場
で
あ
っ
た
）。
丸
山
個
人
の
思
想
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
象
徴
す
る
日
本
国
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
戦
後

体
制
、
ま
た
は
戦
後
民
主
主
義
と
呼
ば
れ
る
何
物
か
、
あ
る
い
は
「
進
歩
的
知
識
人
」
と
呼
ば
れ
る
何
者
か

―
が
批
判
の
本
丸

で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
丸
山
礼
賛
は
そ
の
逆
に
そ
れ
ら
へ
の
支
持
な
い
し
称
賛
で
あ
る
（
そ
れ
と
と
も
に
、
個
人
崇
拝
の
色
彩
も

時
折
感
じ
ら
れ
る
が
）。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
丸
山
を
め
ぐ
る
論
議
が
「
独
特
の
熱
気
」
を
帯
び
る
こ
と
に
十
分
な
理
由
が
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

筆
者
は
こ
れ
ま
で
主
に
戦
後
日
本
の
再
軍
備
過
程
と
そ
の
後
の
防
衛
政
策
、
日
米
安
全
保
障
関
係
の
展
開
な
ど
に
つ
い
て
の
実

証
的
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
ま
た
同
時
に
、
戦
後
日
本
の
平
和
論
に
も
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
に
関
連
す
る
論
考
も
発
表
し
て

い
る
（
３
）。

こ
れ
ら
の
研
究
と
の
関
係
で
し
ば
し
ば
戦
後
知
識
人
の
平
和
論
に
言
及
し
て
き
た
。
平
和
を
唱
え
る
こ
と
に
異
論
が
あ
る
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わ
け
で
は
な
い
し
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
生
ま
れ
た
所
以
も
そ
の
意
義
も
認
め
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
し
か
し
な

が
ら
、
平
和
論
に
は
し
ば
し
ば
疑
問
を
感
じ
、
説
得
力
を
感
じ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
戦
後
の
平
和
論
を
論
じ
る
際
に

必
ず
と
っ
て
い
い
ほ
ど
言
及
さ
れ
る
平
和
問
題
談
話
会
の
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」（『
世
界
』
一
九
五
〇
年
十
二
月
号
）
第
一
、

二
章
を
執
筆
し
た
の
は
丸
山
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
に
も
何
か
し
ら
空
虚
さ
の
よ
う
な
も
の

―
と
言
っ
て
悪
け
れ
ば
釈
然
と
し

な
い
も
の

―
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
を
知
っ
て
い
る
者
の
歴
史
の
後
知
恵
的
な
感
想
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
何

ら
か
の
理
由
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
自
分
で
も
判
然
と
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
何
な
の
か
を
い
つ
か
明
ら
か
に
し
た
い
と

考
え
て
き
た
。
本
稿
は
、
戦
争
と
平
和
に
関
し
て
丸
山
が
語
っ
た

―
対
談
や
座
談
会
な
ど
で
文
字
通
り
語
っ
た

―
言
葉
を
手

掛
か
り
と
し
て
、
丸
山
に
接
近
し
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
そ
の
上
で
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
丸
山
の
論
文
を
再
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
求
め
る
答
え
は
こ
れ
だ
け
で
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
稿
は
あ
く
ま
で
「
解
答
」
へ
接
近

す
る
た
め
の
作
業
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

一
　
丸
山
眞
男
と
座
談

丸
山
論
は
こ
れ
ま
で
数
多
く
書
か
れ
て
き
た
（
４
）。

丸
山
の
狭
義
の
専
門
た
る
日
本
政
治
思
想
史
の
研
究
に
関
す
る
も
の
も
少
な
く

な
い
が
、
そ
の
多
く
は
丸
山
を
思
想
家
と
捉
え
て
の
礼
賛
な
り
批
判
で
あ
り
、
そ
の
焦
点
は
主
に
丸
山
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
、
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
関
心
は
以
上
の
い
ず
れ
に
も
な
い
。
丸
山
を
思
想
家
と
呼
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
は
疑
問
が

あ
り
（
５
）、

日
本
政
治
思
想
史
は
筆
者
の
研
究
領
域
を
超
え
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
者
の
関
心
は
あ
く
ま
で

戦
後
日
本
の
安
全
保
障
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
戦
争
と
平
和
に
関
す
る
丸
山
の
言
説
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
一
括
し
て
と
り

あ
え
ず
平
和
論
と
呼
ん
で
お
こ
う
。
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丸
山
の
平
和
論
に
筆
者
が
感
じ
た
空
虚
さ
の
よ
う
な
も
の
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
疑
問
に
示
唆
を
与
え

て
く
れ
た
の
が
、
丸
山
を
批
判
的
に
捉
え
て
い
る
ひ
と
り
で
も
あ
る
、
哲
学
研
究
者
の
長
谷
川
宏
で
あ
る
。
長
谷
川
は
そ
の
著

『
丸
山
真
男
を
ど
う
読
む
か
』
の
中
で
、
丸
山
の
「
軍
隊
へ
の
嫌
悪
感
」
に
つ
い
て
、「
軍
隊
ぎ
ら
い
の
感
情
が
、
軍
隊
で
出
会
っ

た
異
質
の
も
の

―
丸
山
眞
男
の
い
う
『
大
衆
』
あ
る
い
は
『
国
民
』

―
に
た
い
す
る
知
的
理
解
を
封
じ
て
い
は
し
な
い
か
」

と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
（
６
）。

長
谷
川
が
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
持
つ
の
は
丸
山
の
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
で
あ
る
。

本
当
に
〔
軍
隊
を
〕
経
験
し
た
人
な
ら
ば
、
い
か
な
る
形
で
も
あ
れ
、
日
本
が
軍
隊
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
ぴ
ら
だ

と
い
う
、
全
人
間
的
な
反
発
感
情
が
あ
る
の
が
、
当
然
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
抽
象
的
な
議
論
と
し
て
は
、〔
軍
隊

の
必
要
に
つ
い
て
〕
い
く
ら
で
も
言
え
る
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
は
ど
ん
な
場
合
で
も
軍
隊
は
御
免
だ
と
い
う
感
じ
だ
ナ
（
７
）。

こ
れ
は
『
思
想
の
科
学
』（
一
九
四
九
年
一
〇
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
の
思
想
に
お
け
る
軍
隊
の
役
割
」
と
題
す
る
座
談

会
で
の
発
言
で
あ
る
。
丸
山
の
ほ
か
に
飯
塚
浩
二
と
豊
崎
昌
二
が
参
加
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
鼎
談
と
な
っ
て
い
る
。
終
戦
か
ら

四
年
ほ
ど
過
ぎ
て
い
る
と
は
い
え
、
辛
い
体
験
の
記
憶
が
生
々
し
い
こ
と
が
こ
の
発
言
か
ら
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
長
谷
川
は
、

次
の
発
言
を
引
用
し
、
疑
問
を
深
め
て
い
る
。

軍
隊
の
居
心
地
が
よ
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
ぼ
く
は
や
っ
ぱ
り
軍
隊
ほ
ど
い
や
な
と
こ
ろ
は
な

か
っ
た
っ
て
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
し
…
…
。
い
ま
愛
知
大
学
に
い
る
副
島
種
典
さ
ん
が
上
等
兵
で
別
の
隊
に
い
ま
し
た
が
、

八
月
の
十
六
日
か
十
七
日
頃
に
顔
を
合
わ
せ
て
、『
ど
う
も
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
の
は
辛
い
ね
』
と
話

し
合
っ
た
の
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
事
実
の
通
り
、
当
時
の
気
持
を
語
れ
っ
て
い
わ
れ
た
ら
そ
う
い
う
よ
り
な
い
ん
で
す
よ
（
８
）。



167

『丸山眞男座談』に戦争と平和を「聞く」（上）

こ
れ
は
一
九
五
八
年
の
「
戦
争
と
同
時
代

―
戦
後
の
精
神
に
課
せ
ら
れ
た
も
の

―
」
と
題
す
る
座
談
会
に
お
け
る
発
言
で

あ
る
。
他
に
宗
左
近
、
橋
川
文
三
、
矢
内
原
伊
作
ら
が
出
席
し
て
い
る
（
９
）。

こ
れ
ら
の
発
言
を
受
け
て
、「
知
的
社
会
」
に
住
む
丸

山
は
「
民
衆
の
社
会
」
と
「
切
断
」
さ
れ
て
お
り
、
後
者
を
理
解
で
き
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
長
谷
川
の
分

析
で
あ
る
。
ま
た
長
谷
川
は
、「（
丸
山
の
提
示
す
る
）
一
般
兵
士
の
像
に
血
が
通
っ
て
い
な
い
」
と
も
断
じ
て
い
る
）
1（
（

。
長
谷
川
の

批
判
も
苅
部
の
い
う
「
と
に
か
く
丸
山
を
叩
か
な
く
て
は
気
が
す
ま
な
い
怨
念
」
を
帯
び
て
い
る
部
類
の
も
の
か
ど
う
か
は
と
も

か
く
）
11
（

、
筆
者
が
丸
山
の
平
和
論
に
感
じ
た
物
足
り
な
さ
は
、
長
谷
川
の
い
う
「
一
般
兵
士
の
像
に
血
が
通
っ
て
い
な
い
」
こ
と
と

も
無
関
係
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
丸
山
は
、
兵
士
に
と
ど
ま
ら
ず
、
軍
隊
一
般
、
ひ
い
て
は
戦
争
そ
の

も
の
に
対
す
る
十
分
な
「
知
的
理
解
を
封
じ
」
た
ま
ま
で
平
和
を
論
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑

問
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
を
求
め
る
た
め
に
、
先
の
引
用
だ
け
か
ら
直
ち
に
長
谷
川
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
に
は
、

ひ
と
ま
ず
慎
重
で
あ
り
た
い
。
だ
が
、
筆
者
の
興
味
を
引
く
の
は
、
こ
れ
ら
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
丸
山
の
発
言
の
多
く

が
文
字
通
り
の
発
言

―
座
談
会
に
お
け
る

―
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
丸
山
は
無
類
の
能
弁
で
知
ら
れ
、「
対
話
や
座

談
も
最
初
の
う
ち
は
と
も
か
く
、
途
中
か
ら
は
必
ず
丸
山
眞
男
の
独
演
会
に
な
る
」
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
）
1（
（

。「
日
本
三
大
お

し
ゃ
べ
り
」
の
ひ
と
り
と
の
自
覚
を
持
っ
た
丸
山
は
）
1（
（

、
対
談
や
鼎
談
を
含
め
多
く
の
座
談
会
に
出
席
し
て
お
り
、
そ
の
大
半
が
全

九
冊
に
お
よ
ぶ
『
丸
山
眞
男
座
談
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
日
本
政
治
思
想
史
を
専
攻
分
野
と
し
つ
つ
も
、
む
し
ろ
時
事
的
な
評

論
が
注
目
を
集
め
、
戦
後
を
代
表
す
る
い
わ
ゆ
る
「
進
歩
的
知
識
人
」
の
代
表
の
よ
う
に
と
見
な
さ
れ
て
き
た
丸
山
は
、
座
談
の

場
で
ど
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
の
か
。

一
般
論
で
い
え
ば
、
人
は
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
慎
重
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
書
き
始
め
る
前
に
情
報
や
思
考
を

整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
一
旦
書
き
上
げ
た
後
に
推
敲
に
よ
っ
て
表
現
等
を
書
き
換
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
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座
談
会
に
お
け
る
発
言
は
、
活
字
に
す
る
時
点
で
多
少
手
を
入
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
表
現
や
話
の
中
身
を
完
全
に
書
き

変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
長
谷
川
が
引
用
し
批
判
し
た
よ
う
な
発
言
と
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

人
は
「
問
う
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
」
と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
丸
山
の
場
合
も
や
は
り
、「
語
る
に
落
ち
」

た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、「
座
談
の
名
手
」
と
さ
れ
る
丸
山
の
対
談
や
座
談
会
で
の
発
言
か
ら
、
軍
隊
・
戦

争
・
平
和
に
関
す
る
も
の
を
拾
い
出
し
、
そ
の
戦
争
論
、
平
和
論
へ
接
近
す
る
手
掛
か
り
を
探
っ
て
み
よ
う
。「
米
軍
の
日
本
駐

留
と
日
本
自
主
武
装
の
双
方
を
原
則
と
し
て
否
定
す
る
ほ
か
に
、
丸
山
が
防
衛
政
策
論
に
ふ
み
こ
む
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
苅
部

は
い
う
）
1（
（

。
管
見
の
限
り
で
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
苅
部
が
周
到
な
研
究
に
基
づ
い
て
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
言
を
信

頼
し
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
松
本
健
一
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
丸
山
は
『
日
本
国
憲
法
』
に
い
わ
ば
〝
戦
後
精
神
〟

を
み
た
。
そ
れ
は
し
か
し
、
主
権
在
民
の
思
想
、
あ
る
い
は
人
民
主
権
の
精
神
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、『
戦
争
放
棄
』
や
『
武
力

の
不
保
持
』
と
い
っ
た
憲
法
第
九
条
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」。
た
だ
し
、「
す
く
な
く
と
も
、
六
〇
年
安
保
闘
争
の
渦
中

ま
で
は
、
な
か
っ
た
」
と
松
本
は
い
う
）
1（
（

。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
で
あ
り
、
後
で
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た
い
。

丸
山
の
専
門
は
あ
く
ま
で
日
本
政
治
思
想
史
で
あ
り
、
丸
山
自
身
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
「
本
店
」
で
は
な
く
「
夜
店
」
に

す
ぎ
な
い
時
事
的
な
評
論
の
部
類
に
属
す
る
平
和
論
が
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
批
判
に
は
あ
た
ら
な
い
が
）
1（
（

、
そ
れ

で
も
や
は
り
戦
後
の
平
和
論
の
形
成
と
展
開
に
小
さ
か
ら
ぬ
影
響
力
を
も
っ
た
丸
山
の
戦
争
観
、
平
和
観
を
等
閑
視
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
丸
山
を
理
解
す
る
こ
と
は
戦
後
の
平
和
論
を
理
解
す
る
た
め
に
必
須
の
一
要
素
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
論
文
の
よ
う
な
形
で
ま
と
ま
っ
た
議
論
を
展
開
し
て
は
い
な
く
と
も
、
座
談
に
お
け
る
発
言
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
を

探
っ
て
み
た
い
。
そ
れ
が
丸
山
の
平
和
論
の
一
端
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。

座
談
で
の
丸
山
の
発
言
の
中
に
は
、
吉
本
隆
明
を
激
怒
さ
せ
た
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
六
〇
安
保
闘
争
を
担
っ
た
者
を
丸
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山
は
「
政
治
的
ラ
デ
ィ
カ
ル
と
い
う
よ
り
、
自
分
の
精
神
に
傷
を
負
っ
た
心
情
ラ
デ
ィ
カ
ル
」
と
呼
び
、
次
の
よ
う
に
冷
た
く
言

い
放
っ
た
。

そ
の
心
の
傷
は
、
あ
る
場
合
に
は
党
生
活
の
な
か
で
の
個
人
的
経
験
に
根
ざ
し
て
い
る
し
、
あ
る
場
合
に
は
戦
中
派
の

自
己
憎
悪
に
発
し
て
い
る
し
、
あ
る
場
合
は
、
俺
は
一
流
大
学
を
出
て
本
来
は
大
学
教
授
（
？
）
と
か
、
も
っ
と
「
プ
レ
ス

テ
ッ
ジ
」
の
あ
る
地
位
に
つ
く
能
力
を
も
ち
な
が
ら
、「
し
が
な
い
」「
評
論
家
」
や
「
編
集
者
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、

自
信
と
自
己
軽
蔑
の
い
り
ま
じ
っ
た
心
理
に
発
し
て
い
る
）
1（
（

。

こ
の
発
言
は
、
丸
山
の
エ
リ
ー
ト
意
識
が
ま
さ
に
「
語
る
に
落
ち
た
」
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
吉
本
が

「
形
式
論
理
の
言
葉
で
政
治
思
想
を
述
べ
る
と
き
は
一
応
読
ま
せ
る
文
章
を
書
く
こ
の
男
の
内
部
に
、
ど
ん
な
下
司
び
た
心
情
が

か
く
さ
れ
て
い
る
か
を
語
る
好
適
な
素
材
」
と
厳
し
く
論
難
し
た
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
故
な
き
論
難
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う
）
1（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
論
文
の
文
字
面
に
は
な
か
な
か
表
れ
な
い
丸
山
の
一
面
を
探
る
に
は
、
座
談
で
の
発
言
は
も
っ
て
こ

い
の
材
料
と
な
り
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
座
談
に
お
け
る
発
言
だ
け
で
先
の
大
き
な
疑
問
へ
の
解
答
を

得
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
片
言
隻
句
に
と
ら
わ
れ
て
思
わ
ぬ
誤
解
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
丸
山
の
著
書
や
論
文
と
し
て
発
表
し
た
も
の
を
い
く
つ
か
読
ん
で
き
た
が
、
座
談

に
お
け
る
発
言
を
「
聞
く
」
こ
と
で
、
書
い
た
も
の
だ
け
か
ら
で
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
丸
山
の
一
面
に
迫
る
こ
と

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
丸
山
の
平
和
論
を
理
解
す
る
上
で
も
有
用
な
も
の
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
と
期
待

し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
作
業
に
取
り
組
ん
で
み
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
『
丸
山
眞
男
座
談
』
を
中
心
に
据
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え
て
い
る
が
）
1（
（

、
本
稿
の
目
的
は
あ
く
ま
で
文
字
通
り
の
発
言
か
ら
丸
山
の
軍
隊
観
、
戦
争
観
を
探
り
、
そ
の
平
和
論
の
背
景
に
迫

る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
「
考
察
」
に
お
い
て
『
丸
山
眞
男
手
帖
』『
丸
山
眞
男
書
簡
集
』『
丸
山
眞
男
集
』
な
ど
も
適
宜
参
照
す
る
。

な
に
は
も
と
あ
れ
、
ま
ず
は
丸
山
の
話
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二
　
座
談
を
「
聞
く
」

（
一
）
終
戦
か
ら
安
保
ま
で

丸
山
が
座
談
会
の
な
か
で
軍
隊
体
験
に
つ
い
て
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
一
九
四
九
年
六
月
の
『
知
性
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日

本
の
軍
隊
を
衝
く
」
で
あ
る
。
大
岡
昇
平
、
亀
島
貞
夫
、
野
間
宏
と
の
四
人
に
よ
る
座
談
会
の
冒
頭
で
丸
山
は
、
次
の
よ
う
に
問

題
提
起
し
た
。

ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
軍
隊
組
織
少
く
と
も
近
代
国
家
の
軍
隊
組
織
と
い
う
も
の
に
は
、
や
は
り
或
る
共
通
し
た
特

色
な
り
、
構
造
な
り
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
一
度
そ
う
い
う
も
の
を
抽
出
し
て
か
か
ら
な
い
と
、
日
本
の
軍
隊
だ
け
の
特

色
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
、
案
外
そ
う
で
な
く
て
、
軍
隊
と
い
う
一
つ
の
明
確
な
目
的
を
持
っ
た
団
体
組
織
の
機
能
か
ら

必
然
的
に
生
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
特
徴
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
じ
ゃ
な
い
か
）
（（
（

。

さ
ら
に
こ
の
座
談
会
で
は
、
軍
隊
内
部
で
の
私
的
制
裁
に
つ
い
て
話
題
に
し
て
お
り
、「
私
的
制
裁
の
、
非
常
に
変
っ
た
類
型

み
た
い
な
も
の
を
一
つ
挙
げ
た
ら
ど
う
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
、
そ
こ
ら
辺
か
ら
日
本
的
特
色
が
出
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
」
と

発
言
し
）
（1
（

、
私
的
制
裁
か
ら
も
日
本
軍
の
特
徴
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
丸
山
は
「
軍
人
と
い
う
カ
ス
ト
が
社
会
の
劣
等
感
を
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持
っ
て
い
る
人
々
に
自
信
を
与
え
る
。
つ
ま
り
自
分
の
生
れ
と
か
、
富
と
か
い
っ
た
も
の
で
、
社
会
的
優
越
を
味
わ
え
な
い
も
の

も
、
軍
国
主
義
社
会
で
は
、
社
会
的
な
、
名
誉
を
受
け
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
）
（（
（

」
と
、
近
代
国
家
の
軍
隊
の
特
徴
を
捉
え
、
こ
れ

が
私
的
制
裁
を
生
む
背
景
と
な
っ
て
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

徴
兵
令
は
明
治
政
権
が
自
分
の
政
治
的
な
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
、
旧
武
士
階
級
の
反
抗
を
押
え
、
更
に
そ
の
基
礎
に

あ
る
農
民
の
反
抗
を
押
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
非
常
に
ハ
ッ
キ
リ
し
た
意
図
で
出
来
た
わ
け
で
す
ね
。
徴
兵
令
に
よ
っ

て
、
武
士
と
い
う
特
権
階
級
が
な
く
な
っ
て
、
百
姓
や
町
人
が
兵
隊
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
大
い
に
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ

ク
な
看
板
を
掲
げ
て
軍
隊
組
織
を
作
っ
た
の
で
す
が
、（
中
略
）
明
治
政
府
の
軍
隊
を
構
成
し
て
い
た
者
に
は
、
無
法
者
、

な
ら
ず
者
と
い
う
種
類
の
人
間
が
、
相
当
多
か
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
で
そ
う
い
う
社
会
に
行
わ
れ
て
い
た
秩
序
維
持

の
方
法
が
、
や
は
り
軍
隊
の
中
に
持
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
ん
で
す
が
ね
）
（（
（

。

徴
兵
制
と
い
う
近
代
国
家
に
特
有
と
い
っ
て
よ
い
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
」
要
素
の
指
摘
と
、「
無
法
者
、
な
ら
ず
者
」
も

少
な
く
な
く
、
そ
れ
が
私
的
制
裁
と
い
う
か
た
ち
で
組
織
の
秩
序
維
持
に
つ
な
が
っ
た
、
と
い
う
当
時
の
日
本
社
会
の
分
析
を

行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
丸
山
自
身
の
体
験
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ぼ
く
は
内
務
班
に
は
じ
め
て
入
っ
た
と
き
の
第
一
印
象
は
、
軍
隊
は
伝
統
の
蓄
積
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
伝
統
の
重

圧
感
に
は
全
く
ま
い
っ
た
。
整
理
箱
な
ん
か
見
る
と
伝
統
が
空
間
的
に
堆
積
し
て
お
る
と
い
う
感
じ
で
し
た
）
（（
（

。

自
身
が
入
営
し
た
と
き
の
体
験
か
ら
、
こ
れ
を
「
精
神
主
義
の
反
対
物
へ
の
転
化
は
、
一
方
、
形
式
主
義
に
転
化
し
、
他
方
で
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は
物
質
主
義
に
転
化
す
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
が
）
（（
（

、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
軍
隊
の
観
察
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

次
に
「
日
本
の
思
想
に
お
け
る
軍
隊
の
役
割
」
と
題
し
て
『
思
想
の
科
学
』
誌
上
で
行
わ
れ
た
鼎
談
で
も
丸
山
は
、
先
の
座
談

会
と
同
様
、「
軍
隊
は
い
ち
お
う
徴
兵
制
を
と
っ
た
も
の
で
、
擬
似
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
的
な
基
礎
を
持
っ
て
お
り
」
と
、
徴
兵
制
の

デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
に
触
れ
、
そ
う
し
た
「
擬
似
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
が
軍
隊
へ
の
親
近
感
を
国
民
に
も
た
せ

た
」
と
評
価
し
た
。「
擬
似
」
で
は
あ
れ
「
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
」
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
日
清
、
日
露
を
経
て
軍
隊
の
社
会
的

な
信
用
が
高
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
）
（（
（

。
こ
こ
に
は
徴
兵
制
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
係
で
冷
静
に
捉
え
る
政
治
学
者
の
目
で
軍
隊
を

見
て
い
る
丸
山
が
い
る
。
続
く
発
言
に
注
目
し
た
い
。

だ
い
た
い
に
お
い
て
言
え
ば
軍
隊
は
対
外
戦
争
の
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
日
本
が
次
々
と
成
功
的
に

遂
行
し
た
戦
争
に
よ
っ
て
社
会
的
な
不
満
が
外
に
そ
ら
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
不
満
が
日
本
の
支
配
階
級
に
向
か
わ
ず
、
日
本

帝
国
が
弱
い
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
に
な
る
ん
だ
、
そ
れ
だ
か
ら
日
本
を
強
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
に

お
い
て
排
外
主
義
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
わ
け
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
軍
隊
と
い
う
も
の
は
自
分
を
抑
圧
す
る
よ
り
も
、
む

し
ろ
国
家
の
中
に
投
影
さ
れ
た
自
我
を
防
禦
、
い
な
拡
大
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
第
一
次
大
戦
以

後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
の
勃
興
と
共
に
軍
人
が
評
判
が
わ
る
く
な
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に
日
本
の
軍
部
は
自
己
保
存
策
と
し
て
、

軍
隊
が
日
本
の
社
会
集
団
の
中
で
一
番
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
国
民
的
な
基
礎
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
た
と
思
う
ん
で
す
。
天
皇
の
軍
隊
と
い
う
こ
と
は
最
近
の
段
階
に
な
っ
て
か
ら
強
調
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
の
前
に
は
、
む
し
ろ
、
日
本
の
軍
隊
は
国
民
の
軍
隊
で
あ
る
、
外
国
の
軍
隊
は
貴
族
の
軍
隊
だ
が
、
日
本
の
軍
隊
は

本
当
の
国
民
の
軍
隊
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
と
い
う
点
も
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
）
（（
（

。
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こ
こ
に
丸
山
の
近
代
日
本
の
軍
に
対
す
る
見
方
が
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
丸
山
は
、「
だ
か
ら
軍
隊
イ

デ
ー
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
天
皇
の
軍
隊
と
い
う
観
念
は
潜
在
的
に
は
一
貫
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
特
に
強
調
さ
れ

た
の
は
む
し
ろ
最
近
の
段
階
で
あ
っ
て
、
皇
軍
と
い
う
言
葉
は
わ
れ
わ
れ
の
慣
用
語
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
あ
の
言
葉
は
荒

木
貞
夫
が
は
や
ら
せ
た
言
葉
で
、
そ
れ
ま
で
は
国
軍
と
い
っ
て
い
た
わ
け
で
す
）
（（
（

」
と
、「
国
軍
」
が
「
皇
軍
」
に
変
化
し
た
の
は

最
近
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。「
軍
隊
の
階
級
と
い
う
の
は
、
社
会
上
の
階
級
と
は
全
く
別
」
で
あ
り
、
そ

れ
が
「
日
本
の
軍
隊
の
擬
似
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
素
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
）
（（
（

。

海
軍
で
は
大
学
出
な
ど
の
知
識
階
級
を
重
ん
じ
て
い
た
と
い
う
豊
崎
の
発
言
に
対
し
て
、
丸
山
は
陸
軍
で
は
異
な
っ
て
い
た
と

述
べ
て
い
る
。

そ
の
点
は
陸
軍
の
場
合
だ
と
二
重
の
心
理
が
あ
る
ん
で
す
。
表
立
っ
て
は
軽
蔑
す
る
が
、
内
心
は
畏
怖
を
感
じ
る
と
い
う

お
と
で
す
。
そ
れ
が
大
学
出
の
兵
隊
に
対
す
る
二
重
の
態
度
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
い
じ
め
な
が
ら
、
し
か
も
一
方
で
は

絶
え
ず
劣
敗
意
識
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
二
重
の
反
応
が
出
て
い
ま
し
た
）
（（
（

。

こ
の
よ
う
に
常
に
政
治
学
者
の
目
で
軍
隊
を
見
て
い
る
丸
山
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
人
間
的
な
側
面
に
触
れ
た
発
言
も
聞
か
れ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
体
験
の
観
察
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

軍
隊
の
内
部
で
よ
か
っ
た
こ
と
は
一
般
化
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ぼ
く
ら
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
休
暇
の
と
き
に

一
緒
に
戦
友
と
ど
う
こ
う
し
た
と
か
、
演
習
の
休
憩
の
と
き
に
軍
歌
を
う
た
っ
た
と
か
、
実
に
小
さ
な
些
細
な
こ
と
が
、
あ

の
砂
漠
の
よ
う
な
生
活
の
中
で
、
オ
ア
シ
ス
の
よ
う
に
よ
い
も
の
に
感
じ
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
堆
積
し
て
大
き
な
力
に
な
っ
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て
独
自
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
実
に
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。

そ
れ
が
あ
と
ま
で
続
い
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
）
（1
（

。

さ
て
、
こ
の
座
談
会
の
中
で
、
先
に
触
れ
た
長
谷
川
宏
の
「
軍
隊
ぎ
ら
い
の
感
情
が
、
軍
隊
で
出
会
っ
た
異
質
の
も
の

―
丸

山
眞
男
の
い
う
『
大
衆
』
あ
る
い
は
『
国
民
』

―
に
た
い
す
る
知
的
理
解
を
封
じ
て
い
は
し
な
い
か
」
と
い
う
疑
問
な
い
し
批

判
に
つ
な
が
る
発
言
が
出
て
き
た
。
軍
隊
体
験
が
あ
る
人
な
ら
ば
「
日
本
が
軍
隊
を
持
つ
こ
と
は
ま
っ
ぴ
ら
だ
と
い
う
、
全
人
間

的
な
反
発
感
情
が
あ
る
の
が
、
当
然
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
発
言
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
直
前
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

日
本
は
独
立
国
家
で
あ
る
以
上
軍
備
を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
物
の
わ
か
っ
て
い
る
イ
ン
テ
リ
で
も
言
う
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
は
、
第
一
、
現
代
戦
争
を
昔
の
戦
争
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
考
え
て
い
る
人
だ
し
、
第
二
に
、
そ
う
い

う
人
は
お
そ
ら
く
日
本
の
軍
隊
に
入
っ
て
悲
惨
な
体
験
を
し
な
か
っ
た
人
じ
ゃ
な
い
か
と
疑
う
ん
で
す
）
（（
（

。

「
現
代
戦
争
」
は
「
昔
の
戦
争
」
と
は
異
な
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
と
軍
隊
で
の
「
悲
惨
な
体
験
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
丸

山
の
戦
争
観
、
軍
隊
観
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
よ
う
。
丸
山
は
一
九
四
九
年
十
二
月
号

『
人
間
』
で
作
家
の
高
見
順
と
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ツ
ィ
ア
と
歴
史
的
立
場
」
と
題
す
る
対
談
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
が
『
メ
ン
シ
ュ
ハ
イ
ト
（
人
類
）
と
い
う
も
の
は
な
い
、
メ
ン
シ
ェ
ン
（
人
々
）
が
あ
る
だ
け
だ
』
と
言
っ
て
い
る
。
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と
こ
ろ
が
、
と
か
く
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
考
え
方
は
、
物
事
を
巨
視
的
に
だ
け
見
る
か
ら
メ
ン
シ
ュ
ハ
イ
ト
の
方
に
な
っ
て
し

ま
う
。
人
類
あ
る
い
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
に
一
足
飛
び
に
ゆ
く
。
ひ
と
ひ
と
り
の
プ
ロ
レ
タ
リ
エ
ル
、
あ
る
い
は
『
汝
の

隣
人
を
愛
せ
』
と
い
う
隣
人
で
す
ね
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
目
の
前
に
あ
る
人
間
に
た
い
す
る
愛
情
が
基
底
に
な
っ
て
こ
そ
、

運
動
が
地
に
つ
く
ん
で
す
が
…
…
い
つ
の
間
に
か
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
現
実
の
人
間
に
た
い
す
る
お
し
つ
け

が
ま
し
い
態
度
が
出
て
く
る）

（（
（

こ
れ
は
同
じ
箇
所
で
の
「
政
治
は
人
間
を
マ
ス
と
し
て
捉
え
ま
す
か
ら
ね
」
と
い
う
言
葉
と
も
呼
応
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で

聞
い
て
き
た
軍
隊
に
つ
い
て
の
丸
山
の
話
も
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
丸
山
の
話
に
耳
を
傾
け
て
い

こ
う
。

講
和
条
約
の
発
効
か
ら
六
年
余
り
が
過
ぎ
た
一
九
五
八
年
、
丸
山
は
、
宇
佐
美
英
治
、
宗
左
近
、
曾
根
元
吉
、
橋
川
文
三
、
安

川
定
男
、
矢
内
原
伊
作
と
「
戦
争
と
同
時
代

―
戦
後
の
精
神
に
か
せ
ら
れ
た
も
の

―
」
と
い
う
座
談
会
に
出
席
し
た
（『
同

時
代
』
第
八
号
）。
こ
の
中
で
丸
山
は
、
先
に
引
用
し
た
「
ぼ
く
は
や
っ
ぱ
り
軍
隊
ほ
ど
い
や
な
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
っ
て
い
う

よ
り
ほ
か
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
ほ
か
、
戦
争
中
の
体
験
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
敗
戦
に
つ
い
て
は
実
に
醒
め
た
気
持
ち

で
受
け
と
め
た
。
再
度
引
用
し
よ
う
。

い
ま
愛
知
大
学
に
い
る
副
島
種
典
さ
ん
が
上
等
兵
で
別
の
隊
に
い
ま
し
た
が
、
八
月
の
十
六
日
か
十
七
日
ご
ろ
に
顔
を
合

せ
て
、『
ど
う
も
悲
し
そ
う
な
顔
を
し
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
の
は
辛
い
ね
』
と
話
し
合
っ
た
の
を
お
ぼ
え
て
い
ま
す
。
事
実

の
通
り
、
当
時
の
気
持
を
語
れ
っ
て
い
わ
れ
た
ら
そ
う
い
う
よ
り
な
い
ん
で
す
）
（（
（

。
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こ
の
発
言
を
竹
内
洋
は
、「
戦
争
に
命
を
賭
け
た
人
々
に
は
冒
涜
的
言
辞
で
あ
り
、
一
般
の
国
民
感
情
と
も
ち
が
っ
て
は
い

た
」
と
批
判
し
て
い
る
）
（（
（

。
終
戦
を
迎
え
た
日
、
か
つ
て
粛
軍
演
説
、
反
軍
演
説
で
名
を
馳
せ
た
斎
藤
隆
夫
は
「
や
る
べ
か
ら
ざ
る

戦
争
を
や
っ
て
大
敗
を
招
い
た
」
と
軍
と
政
府
の
無
能
ぶ
り
に
憤
り
を
表
し
、
や
が
て
左
派
社
会
党
を
率
い
る
こ
と
に
な
る
鈴
木

茂
三
郎
は
「
街
頭
で
手
放
し
で
泣
い
た
」
と
い
う
。
首
相
を
経
験
し
た
後
、
再
軍
備
論
の
急
先
鋒
と
な
る
芦
田
均
も
「
危
く
泣
出

さ
む
と
し
て
声
を
飲
ん
だ
」
と
日
記
に
綴
っ
た
）
（（
（

。
個
性
の
違
い
に
加
え
て
世
代
も
違
い
、
し
た
が
っ
て
戦
争
体
験
も
大
き
く
違
う
。

一
兵
卒
と
し
て
軍
隊
に
入
っ
た
丸
山
に
と
っ
て
、
自
身
の
軍
隊
体
験
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

べ
つ
に
何
の
抵
抗
を
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
種
の
二
重
人
格
み
た
い
な
生
活
を
し
て
い
た
ん
で
す

か
ら
、
今
思
い
出
し
て
も
自
分
の
姿
は
み
じ
め
な
も
の
で
す
。
あ
あ
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
、
自
分
の
な
か
に
あ
る
浅
ま

し
い
も
の
、
い
や
ら
し
い
も
の
を
い
ろ
ん
な
形
で
マ
ザ
マ
ザ
と
実
感
し
た
こ
と
が
、
マ
ア
、
し
い
て
い
え
ば
い
い
体
験
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
ね
）
（（
（

。

正
直
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
実
に
そ
っ
け
な
い
回
想
で
あ
り
、
か
つ
、
き
わ
め
て
個
人
的
体
験
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
次
の
回
想
も
当
時
の
丸
山
の
気
分
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

兵
隊
で
い
な
が
ら
、
傍
観
者
的
と
い
う
か
、
つ
ま
り
痛
切
に
日
本
の
敗
北
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
悲
し
む
気
に
な
れ
な

か
っ
た
。
簡
単
に
い
え
ば
〝
や
っ
と
救
わ
れ
た
〟
と
い
う
気
持
、
ワ
ー
ッ
と
思
い
切
り
の
び

0

0

を
し
た
い
気
持
で
し
た
）
（（
（

。

丸
山
に
と
っ
て
敗
戦
は
他
人
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
も
醒
め
た
目
で
周
囲
を
見
て
い
た
。
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戦
争
か
ら
帰
っ
て
き
て
し
ば
ら
く

―
一
九
四
五
年
一
ぱ
い
ぐ
ら
い
ま
で
の
自
分
の
感
じ
っ
て
い
う
の
は
、
む
し
ろ
反
時

代
的
だ
っ
た
で
す
ね
。
猫
も
し
ゃ
く
し
も
民
主
革
命
と
い
っ
て
ワ
ァ
ワ
ァ
い
う
気
分
に
反
感
を
も
っ
て
い
た
。（
中
略
）
八

月
十
五
日
直
後
の
解
き
放
た
れ
た
よ
う
な
自
由
感
が
、
復
員
し
て
か
ら
後
の
世
の
中
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
こ
う
い
う
気
分

に
変
っ
て
行
っ
た
。
あ
ま
り
進
歩
的
じ
ゃ
な
か
っ
た
な
）
（（
（

。

丸
山
の
個
人
的
体
験
を
語
っ
た
右
の
よ
う
な
発
言
と
異
な
り
、
軍
事
問
題
の
見
通
し
を
語
っ
た
次
の
話
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
。

丸
山
は
今
後
の
戦
争
に
お
け
る
核
兵
器
の
役
割
を
重
く
見
て
お
り
、
他
方
で
、
そ
の
対
極
に
あ
る
民
兵
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

〔
軍
備
は
〕
僕
は
中
途
半
端
な
も
の
が
な
く
な
っ
て
上
昇
と
下
降
の
過
程
を
と
る
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
人
民
公
社
的

な
形
は
下
降
な
ん
で
す
ね
。
根
本
は
民
兵
制
度
で
、
マ
ン
・
パ
ワ
ー
と
い
う
よ
り
、
人
民
そ
の
も
の
を
武
装
さ
せ
る
と
い
う

考
え
。
こ
れ
は
ど
ん
な
に
戦
争
技
術
が
発
達
し
て
も
強
み
を
発
揮
で
き
る
。
市
民
の
自
己
武
装
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
あ
る

考
え
方
で
す
ね
。
本
来
、
国
民
皆
兵
だ
っ
て
そ
う
い
う
意
味
も
持
っ
て
出
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
結
局
、
徴
兵
制
と
い
う
形

で
上
か
ら
利
用
さ
れ
て
き
た
け
ど
。
人
民
の
自
己
武
装
、
そ
う
い
う
方
向
を
と
る
限
り
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
武
器
で
も
い
い

わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
か
ら
他
方
は
非
常
に
高
度
な
核
兵
器
と
。
そ
の
中
間
の
軍
備
は
だ
ん
だ
ん
意
味
を
失
っ
ち
ゃ
う
）
（（
（

。

核
兵
器
と
民
兵
の
「
中
間
」
と
は
、
通
常
兵
器
で
武
装
し
た
国
民
軍
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
民
兵
に
「
二
つ
の
意
味
」

を
見
い
だ
し
て
い
る
。「
外
国
の
侵
略
に
対
し
て
人
民
が
戦
う
意
味
と
、
政
治
権
力
に
対
し
て
人
民
の
抵
抗
権
を
い
ざ
と
い
う
時

に
発
動
す
る
意
味
」
で
あ
る
。「
ぼ
く
は
む
し
ろ
今
の
よ
う
な
軍
備
を
や
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
鉄
砲
か
ピ
ス
ト
ル
を
み
ん
な
に
配
れ

と
い
う
主
張
」
で
あ
り
、「
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
『
ま
る
裸
』
論
に
対
す
る
答
に
も
な
る
」
の
だ
と
い
う
）
（1
（

。
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（
次
号
へ
続
く
）

注（
1
）　

苅
部
直
『
丸
山
眞
男

―
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）、
三
ペ
ー
ジ
。

（
2
）　
「
丸
山
眞
男
手
帖
の
会
」
へ
の
入
会
を
同
会
の
代
表
か
ら
勧
め
ら
れ
た
佐
高
信
は
、
同
会
を
「
丸
山
を
神
格
化
す
る
動
き
」
で
あ
る
と
し
て
、

「
偶
像
崇
拝
的
な
も
の
を
感
じ
」
て
断
っ
た
と
い
う
。
中
野
雄
『
丸
山
眞
男　

人
生
の
対
話
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
〇
年
）、
一
〇
〇

－

一
〇
一

ペ
ー
ジ
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
も
丸
山
の
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
へ
の
書
評
の
な
か
で
「
丸
山
教
団
の
法
皇
」
と
い
っ

た
表
現
を
用
い
て
い
る
。N

ew
 Leader, vol.47, no.3, 1964,

同
「
日
本
の
不
謬
な
ら
ざ
る
法
皇
」
丸
山
眞
男
『
後
衛
の
位
置
か
ら

―
『
現

代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
追
補

―
』（
未
来
社
、
一
九
八
二
年
）、
一
四
六
ペ
ー
ジ
。
筆
者
か
ら
み
れ
ば
、
中
野
・
前
掲
書
も
全
編
「
丸
山
礼

賛
」
で
覆
い
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
丸
山
が
神
格
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
竹
内
洋
が
興
味
深
い
分
析
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
『
丸
山
眞

男
の
時
代

―
大
学
・
知
識
人
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
〇
五
年
）、
第
三
章
。

（
3
）　
「
戦
後
思
想
史
の
中
の
平
和
論

―
再
軍
備
問
題
を
中
心
に

―
」『
思
想
』
第
九
六
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）、「
憲
法
の
平
和
主
義
と

終
わ
ら
な
い
『
戦
後
』」
同
時
代
史
学
会
編
『
日
本
国
憲
法
の
同
時
代
史
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
本
稿
で
は
、
平
和
論
と
は
、

軍
備
に
よ
っ
て
自
国
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
伝
統
的
な
安
全
保
障
を
超
え
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
規
定

も
あ
っ
て
、
戦
後
の
日
本
で
少
な
く
と
も
一
時
期
大
き
く
支
持
を
集
め
た
志
向
を
指
す
も
の
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
勢
力
均
衡
や
核
抑
止
な

ど
い
わ
ゆ
る
「
力
に
よ
る
平
和
」
論
は
平
和
論
と
は
捉
え
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
４
）　

竹
内
・
前
掲
書
に
「
丸
山
眞
男
を
題
名
に
し
た
邦
語
書
籍
」
の
一
覧
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
三
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
に

四
十
五
冊
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
一
九
ペ
ー
ジ
。
そ
の
後
も
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
だ

け
で
も
数
冊
あ
り
、
苅
部
・
前
掲
書
を
は
じ
め
、
重
要
な
も
の
も
少
な
く
な
い
。

（
5
）　

吉
本
隆
明
は
「
思
想
家
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
や
せ
こ
け
た
、
筋
ば
か
り
の
人
間
像
が
た
っ
て
い
る
。
学
者
と
い
う
に
は
、
あ
ま
り
に
生
々

し
い
問
題
意
識
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
人
間
の
像
が
た
っ
て
い
る
。
か
れ
は
思
想
家
で
も
な
け
れ
ば
、
政
治
思
想
史
の
学
者
で
も
な
い
」
と
丸
山
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を
描
い
て
い
る
。
同
「
丸
山
真
男
論
」『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
』
第
十
二
巻
（
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
）、
五
ペ
ー
ジ
。

（
6
）　

長
谷
川
宏
『
丸
山
眞
男
を
ど
う
読
む
か
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
）　

同
前
、
二
五
ペ
ー
ジ
。
出
典
は
『
丸
山
眞
男
座
談
』
第
一
冊
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。
以
下
、「『
座
談
』
一
」
の
要

領
で
略
記
す
る
。

（
8
）　

長
谷
川
、
前
掲
書
、
二
六
ペ
ー
ジ
。
出
典
は
『
座
談
』
二
、
二
〇
三
ペ
ー
ジ
。
同
じ
こ
と
を
後
に
も
言
っ
て
い
る
。『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

一
九
五
八
年
八
月
九
日
号
、『
座
談
』
三
、
二
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
9
）　
「
軍
隊
の
居
心
地
が
よ
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
」
と
は
、
矢
内
原
伊
作
の
「
軍
隊
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
い
い
ん
だ
な
。
ぼ
く
は
好
き
だ

な
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。『
座
談
』
二
、
二
〇
九
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　

長
谷
川
、
前
掲
書
、
三
一
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　

苅
部
、
前
掲
書
、
三
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　

中
野
、
前
掲
書
、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。
こ
の
ほ
か
、『
ユ
リ
イ
カ
』（
一
九
七
八
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
埴
谷
雄
高
と
の
対
談
で
も
「
の
っ
け

か
ら
丸
山
眞
男
の
能
弁
が
話
題
に
」
な
っ
た
ほ
ど
だ
と
い
う
。
同
書
、
六
三
ペ
ー
ジ
。
埴
谷
と
と
も
に
竹
内
好
を
訪
れ
た
丸
山
が
「
し
ゃ
べ
り

続
け
て
よ
う
や
く
息
を
つ
ぎ
、
そ
こ
に
竹
内
が
『
そ
う
か
ね
』
と
重
々
し
く
答
え
る
の
は
、『
数
十
分
後
』
の
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で

語
り
終
わ
る
こ
と
な
く
、
…
…
」
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。
苅
部
、
前
掲
書
、
一
一
九

－

一
二
〇
ペ
ー
ジ
。
ア
メ
リ
カ
で
丸
山
の
講
演
を

聞
い
た
竹
内
洋
も
、「
わ
た
し
を
含
め
た
一
〇
人
ほ
ど
の
日
本
人
参
加
者
は
丸
山
を
囲
ん
で
芝
生
で
談
話
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
丸
山

の
独
演
会
状
態
で
、
巷
間
い
わ
れ
て
い
た
お
し
ゃ
べ
り
好
き
な
丸
山
像
を
再
認
し
た
」
と
い
う
。
竹
内
、
前
掲
書
、
二
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
13
）　
『
丸
山
眞
男
書
簡
集
』
第
二
巻
（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
一
八
八
ペ
ー
ジ
。
丸
山
自
身
も
座
談
会
の
中
で
、「
私
は
お
し
ゃ
べ
り
だ
か

ら
、
つ
い
ひ
と
り
で
し
ゃ
べ
っ
ち
ゃ
う
」
と
言
っ
て
い
る
。『
座
談
』
四
、
四
一
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　

苅
部
、
前
掲
書
、
一
三
〇
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　

松
本
健
一
『
丸
山
眞
男　

八
・
一
五
革
命
伝
説
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
七
七
、
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　
「
夜
店
と
本
店
と
」『
座
談
』
九
、二
八
七
ペ
ー
ジ
。
丸
山
は
自
身
に
つ
い
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。「
ぼ
く
の
精
神
史
は
、
方
法
的
に
は
マ
ル
ク

ス
主
義
と
の
格
闘
の
歴
史
だ
し
、
対
象
的
に
は
天
皇
制
の
精
神
構
造
と
の
格
闘
の
歴
史
だ
っ
た
」。『
座
談
』
二
、
二
三
四
ペ
ー
ジ
。
し
た
が
っ
て
、
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丸
山
が
戦
争
や
平
和
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
る
以
上
の
も
の
を
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
。

（
17
）　

梅
本
克
己
・
佐
藤
昇
・
丸
山
真
男
『
現
代
日
本
の
革
新
思
想
』（
河
出
書
房
、
一
九
六
六
年
）
一
九
七

－

一
九
八
ペ
ー
ジ
。
こ
の
発
言
は
多
く

の
論
者
が
問
題
視
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
竹
内
、
前
掲
書
、
二
九
四

－
二
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
18
）　

吉
本
隆
明
「
革
命
的
空
語
の
変
質
」『
日
本
』
一
九
六
六
年
四
月
号
、
竹
内
洋
、
前
掲
書
、
二
九
五
ペ
ー
ジ
よ
り
再
引
用
。
竹
内
は
こ
れ
に
続

け
て
、「
傷
つ
く
ほ
ど
に
も
自
己
存
在
を
賭
け
た
こ
と
も
な
い
特
権
を
社
会
的
に
享
受
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
男
に
と
っ
て
は
な
に
か
自
慢
の

た
ね
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
ご
う
ま
ん
な
心
理
」
と
い
う
吉
本
の
指
摘
を
引
用
し
つ
つ
、
丸
山
の
そ
う
し
た
「『
下
司
び
た
心
情
』
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、『
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
』
に
は
じ
ま
る
日
本
社
会
論
が
書
け
た
」
と
し
て
い
る
。
同
前
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
。「
帝
大
教
授
は
馬

鹿
ば
か
り
そ
ろ
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
長
谷
川
如
是
閑
を
師
と
仰
い
だ
丸
山
の
ま
っ
た
く
別
の
一
面
が
こ
こ
に
現
れ
て
い

る
。
丸
山
は
後
年
、
長
谷
川
の
影
響
も
あ
っ
て
、「
帝
大
の
助
教
授
に
な
っ
て
も
、
何
ら
の
幻
想
は
も
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
発
言

は
言
葉
通
り
に
は
受
け
取
り
が
た
い
も
の
と
な
ろ
う
。『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
六
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
一
九
二
ペ
ー
ジ
。
竹
内
洋
も
、

「
丸
山
に
と
っ
て
大
学
教
授
と
い
う
よ
り
東
大
教
授
で
あ
る
こ
と
が
偉
い
も
の
だ
と
い
う
の
は
無
意
識
ど
こ
ろ
か
意
識
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
お

も
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
竹
内
、
前
掲
書
、
二
九
七

－

三
〇
四
ペ
ー
ジ
。
丸
山
の
エ
リ
ー
ト
意
識
の
強
さ
と
在
野
知
識
人
嫌
い
は
際
立
っ

て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
丸
山
の
意
識
は
、
平
和
論
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
19
）　
『
丸
山
眞
男
座
談
』
を
利
用
し
て
国
際
関
係
に
関
す
る
丸
山
の
言
説
を
分
析
し
た
も
の
に
、
水
谷
三
公
『
丸
山
眞
男

―
あ
る
時
代
の
肖
像
』

（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
第
三
章
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
丸
山
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
筆
者
の
問
題
意
識
と
は
や
や
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
20
）　
『
座
談
』
一
、一
六
七
ペ
ー
ジ
。

（
21
）　

同
前
、
一
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
22
）　

同
前
、
一
六
九
ペ
ー
ジ
。

（
23
）　

同
前
、
一
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
24
）　

同
前
、
一
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
25
）　

同
前
、
一
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
26
）　

同
前
、
二
五
七
ペ
ー
ジ
。
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（
27
）　

同
前
、
二
五
八
ペ
ー
ジ
。
た
だ
し
、
丸
山
は
「
日
本
の
最
近
の
ウ
ル
ト
ラ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
明
治
以
後
の
国
家
な
い
し
社
会
体
制
の
必

然
的
な
発
展
と
し
て
出
て
き
た
も
の
」
と
見
て
お
り
、
そ
の
連
続
性
な
い
し
因
果
関
係
を
認
め
て
い
る
。
同
、
二
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　

同
前
、
二
五
八
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　

同
前
、
二
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
30
）　

同
前
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
31
）　

同
前
、
二
七
五
ペ
ー
ジ
。

（
32
）　

同
前
、
二
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　

同
前
、
二
九
六

－

二
九
七
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　
「
戦
争
と
同
時
代
」『
座
談
』
二
、
二
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　

竹
内
、
前
掲
書
、
一
一
〇

－

一
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
36
）　

齋
藤
隆
夫
先
生
顕
彰
会
編
『
斎
藤
隆
夫
政
治
論
集
』（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）、
二
六
二
ペ
ー
ジ
、
鈴
木
茂
三
郎
『
あ
る
社
会
主

義
者
の
半
生
』（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
八
年
）、
二
四
四
ペ
ー
ジ
、
新
藤
栄
一
・
下
河
辺
元
春
編
『
芦
田
均
日
記
』
第
一
巻
（
岩
波
書
店
、

一
九
八
六
年
）、
四
七
ペ
ー
ジ
。
引
用
に
あ
た
っ
て
漢
字
及
び
仮
名
遣
い
を
現
在
の
も
の
に
改
め
た
。

（
37
）　
「
戦
争
と
同
時
代
」『
座
談
』
二
、
二
一
二
ペ
ー
ジ
。

（
38
）　
「
現
代
は
い
か
な
る
時
代
か
」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
五
九
年
八
月
九
日
号
、『
座
談
』
三
、二
九
八
ペ
ー
ジ
。

（
39
）　
『
座
談
』
二
、
二
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
40
）　
「
一
年
の
後
、
十
年
の
後

―
黄
金
の
六
〇
年
代
か
、
危
機
の
六
〇
年
代
か

―
」『
週
間
読
書
人
』
一
九
六
〇
年
一
月
一
日
号
、『
座
談
』
四
、

一
一
ペ
ー
ジ
。

（
41
）　

同
前
、
一
一

－

一
二
ペ
ー
ジ
。


