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は
じ
め
に

森
敦
の
テ
ク
ス
ト
を
扱
う
時
、
自
ら
の
作
家
的
履
歴
を
語
る
森
敦
自
身
の
言

葉
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
『
文
壇
意
外
史
』
（
一
九
七
五
）
に
お
い
て
『
酩

酊
船
』
（
一
九
三
四
）
の
執
筆
を
め
ぐ
る
横
光
利
一
の
記
憶
を
語
る
中
で
、
テ

ク
ス
ト
内
の
「
私
」
の
用
い
る
論
理
が
『
意
味
の
変
容
』
（
一
九
八
四
）
に
お

け
る
内
部
／
外
部
の
論
理
に
重
な
っ
て
く
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
そ

れ
が
四
十
年
の
時
を
隔
て
た
事
後
的
な
記
憶
の
整
理
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
処

女
作
か
ら
一
貫
し
て
小
説
の
構
造
を
追
究
し
て
き
た
表
現
者
と
し
て
自
己
を
捉

え
よ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
と
同
時
に
、
超
時
間
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
表

出
し
て
行
く
よ
う
な
「
私
」
の
語
り
口
が
そ
こ
に
共
通
項
と
し
て
横
た
わ
っ
て

い
る
。

友
人
た
ち
に
向
け
た
書
簡
に
創
作
思
想
を
語
っ
た
『
吹
雪
か
ら
の
た
よ
り
』

「
ノ
ー
ト
Ｂ
」（
一
九
五
七
～
一
九
六
一
）
に
於
い
て
森
は
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。

書
く
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
で
す
。
自
己
が
自
己

に
到
着
す
る
こ
と
を
自
己
の
確
立
と
い
う
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
な
に

よ
り
も
自
己
の
方
法
を
確
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
方
法
を
確
立

す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
わ
た
し
た
ち
に
は
な
に
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。
出
来
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
方
法
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
ね
。
し

か
し
、
方
法
だ
け
で
な
い
も
の
が
あ
る
！
あ
る
か
ら
こ
そ
作
品
が
あ
る

の
で
す
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
自
己
が
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
で
す
が
、

そ
う
い
う
到
着
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
作
品
は
自
己
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自

己
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
も
っ
と
大
き
な
自
己
で
す
。
何
故
な
ら
、
自
己

は
決
し
て
汎
通
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
作
品
は
汎
通
す
る
自
己

だ
か
ら
で
す
。（

傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

１

書
く
と
い
う
行
為
を
「
自
己
が
自
己
に
到
達
す
る
こ
と
」
と
し
な
が
ら
、
結
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果
と
し
て
生
じ
た
作
品
を
単
な
る
自
己
で
は
な
く
「
汎
通
す
る
自
己
」
と
名
づ

け
て
い
る
。
森
敦
的
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
遡
行
す
る
「
私
」
語
り
は
、
こ
の
よ

う
な
〈
汎
通
性
〉
に
お
い
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
森
敦
の
回
想
に
お
け
る
「
私
」
語
り
と
、
『
意
味
の
変
容
』
に
於

け
る
方
法
的
な
語
り
手
の
生
成
に
着
目
し
、
疑
似
私
小
説
的
「
私
」
に
よ
る
自

己
語
り
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
作
家
的
意
識
を
孕
ん
だ
語
り
手

「
私
」
が
、『
酩
酊
船
』
に
お
け
る
小
説
家
の
原
型
と
し
て
の
「
私
」
と
通
底
す

る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
存
在
様
式
を

テ
ク
ス
ト
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

理
論
的
前
提

本
稿
で
は
小
説
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
定
義
を
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス

コ
ー
ル
ズ
お
よ
び
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
措
定
し
た
理
論
的
枠
組
み
を

借
り
て
定
義
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
由
良
君
美
に
よ
れ
ば
、
ス
コ
ー
ル
ズ
は

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
フ
ァ
ビ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
（
fa
b
u
la
tio
n
）
の
特
殊
な
様

式
と
定
義
し
て
い
る
。
由
良
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

《
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
》
と
い
う
用
語
を
特
に
印
象
的
か
つ
有
効
に
使
っ

た
学
者
の
一
人
と
し
て
、
ロ
バ
ー
ト
・
ス
コ
ー
ル
ズ
を
あ
げ
る
こ
と
に
異

論
は
な
か
ろ
う （１
）。
ス
コ
ー
ル
ズ
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
最
も
妥
当
に
《
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
》
の
史
的
位
置
と
そ
の
本
性
に
つ
い
て
洞
察
し
て
い
る
人

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
《
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
》
の
定
義
と
な
る
と
、

意
外
に
曖
昧
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

「《
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
》

：

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
の
本
性
を
問
お
う

と
す
る
フ
ァ
ビ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
特
殊
な
種
類
」

で
は
、
ス
コ
ー
ル
ズ
に
ふ
た
た
び
、
《
フ
ァ
ビ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
》
と
は

何
か
、
と
問
う
と
、
そ
の
返
答
は
こ
う
で
あ
る
。

「
生
存
の
本
性
に
つ
い
て
何
か
論
じ
う
る
と
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の

可
能
性
を
侵
犯
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

（
２
）

（
１
）
R
o
b
ert
S
ch
o
les,
・M
eta
fictio

n
・,
T
h
e
Io
w
a
R
ev
iew
,
1（
F
a
ll

1970）,
・T
h
e
F
ictio

n
a
l
F
u
tu
re・,
T
riQ
u
a
rtery

,
34,
4（
F
a
ll

1975）.

（
２
）
R
o
b
ert
S
ch
o
les,
E
lem
en
ts
o
f
F
itio
n
,（
O
x
fo
rd
U
n
iv.P
ress,

1981）,
p
p
9
97-998. ２

ま
た
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
に
お
い
て
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
語
り
の
審
級
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

あ
る
語
り
の
水
準
か
ら
別
の
語
り
の
水
準
へ
の
移
行
を
保
証
す
る
も
の
は
、

原
理
的
に
語
り
以
外
に
存
在
し
な
い
。
何
ら
か
の
言
説
を
用
い
て
、
あ
る

状
況
の
中
に
他
の
状
況
に
つ
い
て
の
知
識
を
も
た
ら
す
の
が
、
ま
さ
に
語

り
の
行
為
で
あ
る
か
ら
だ
。
語
り
以
外
の
形
式
は
す
べ
て
、
そ
の
ど
れ
も

こ
れ
も
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、

少
な
く
と
も
常
に
違
犯
し
た
も
の
と
な
る
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
物
語

世
界
外
の
語
り
手
も
し
く
は
聴
き
手
が
物
語
り
世
界
の
空
間
へ
侵
入
す
る
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と
（
あ
る
い
は
物
語
世
界
〔
内
〕
の
作
中
人
物
た
ち
が
メ
タ
物
語
世
界
の

空
間
に
侵
入
す
る
と
、
等
）
―
ま
た
は
コ
ル
タ
ー
サ
ル
の
場
合
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
そ
の
逆
で
あ
っ
て
も
よ
い
―
、
あ
る
奇
妙
な
効
果
が
生
じ
る

と
い
う
こ
と
だ
。（
中
略
）
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
種
の
違
犯
の
す
べ

て
を
示
す
た
め
に
、
転
説
法
〔
語
り
の
転
位
法

m
eta

lep
se

n
a
rra

tiv
e〕

と
い
う
術
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
よ
う ３
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
指
摘
す
る
「
転
説
法
」
は
語
り
の
水
準
を
超
え
る
語
り
手
・

登
場
人
物
の
設
定
を
提
示
し
て
い
る
。
同
時
に
水
準
の
移
行
を
行
な
う
の
は
語

り
そ
の
も
の
に
よ
る
と
定
義
さ
れ
、
語
る
こ
と
と
語
ら
れ
る
こ
と
の
間
に
矛
盾

が
生
じ
る
。
こ
こ
に
ス
コ
ー
ル
ズ
の
「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
概
念
を
接
続

す
れ
ば
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
本
性
を
問
い
直
す
た
め
に
日
常
の
可
能
性
を
侵
犯

す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
形
式
と
し
て
の
「
フ
ァ
ビ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
」
と
し
て
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
導
か
れ
る
。
則
ち
語
り
の
水
準
を
超
え
る
転
説
法
に
よ
っ
て

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
約
束
事
を
問
い
直
す
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
様
式
（
フ
ァ
ビ
ュ
レ

イ
シ
ョ
ン
）
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
森
敦
の
小
説
に
お
け
る
〈
汎
通
性
〉
を
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
性

質
を
問
い
直
す
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
一
形
式
と
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と

す
る
。『
酩
酊
船
』
の
成
立
と
『
意
味
の
変
容
』

芥
川
賞
受
賞
作
『
月
山
』
（
一
九
七
三
）
で
知
ら
れ
る
森
敦
が
、
そ
の
若
き

日
に
横
光
利
一
の
推
挙
に
よ
っ
て
『
東
京
日
日
新
聞
』
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に

連
載 ４
し
た
作
品
が
「
酩
酊
船
」
で
あ
る
。
当
時
の
こ
と
を
森
敦
は
『
文
壇
意
外

史
』（
一
九
七
五
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
じ
ゃ
ア
ひ
と
つ
、
ぼ
く
も
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
や

『
贋
金
つ
く
り
』
の
よ
う
に
、
小
説
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
小
説
は
い

か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
小
説
を
書
き
ま
す
か
。
さ
し
ず
め
、
題
は

『
あ
る
小
説
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』。
し
か
し
、
ま
ず
書
い
て
、
見
て

い
た
だ
い
て
か
ら
の
こ
と
で
す
ね
」（
中
略
）

「『
あ
る
小
説
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
』
か
。
い
い
題
だ
ね
。
新
し
い
。

し
か
し
、
新
聞
小
説
の
題
と
し
て
は
ど
ん
な
も
の
か
ね
」

「
ま
ず
い
で
し
ょ
う
か
」

「
い
や
、
意
表
を
つ
い
て
か
え
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ん
が
ね
」

「
じ
ゃ
ア
、『
酩
酊
船
』
と
で
も
し
ま
す
か
ね
５

」

『
酩
酊
船
』
と
は
小
林
秀
雄
が
一
九
三
一
年
に
訳
出
し
た
ラ
ン
ボ
ー
の
詩
集
の

名
称
で
あ
る
。
ま
た
当
時
ア
ン
ド
レ
・
ジ
イ
ド
の
『
贋
金
つ
く
り
』
の
訳
出
紹

介
が
行
な
わ
れ
、
「
純
粋
小
説
（

ro
m
a
n

p
u
r
）
」
の
概
念
が
文
壇
で
問
題
化

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
森
敦
が
意
識
的
に
小
説
家
小
説
の
手
法
を
用

い
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
現
代
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
概
念

を
分
析
に
適
用
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
こ
こ
に
も
根
拠
を
持
つ
。

ま
た
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
森
敦
が
『
文
壇
意
外
史
』
に
お
い
て
横

光
と
の
対
話
を
再
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
は
後
の
作
品
で
あ
る
『
意
味
の
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変
容
』
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
問
題
が
孕
ま
れ
て
い
る
。
少
し
長
く

な
る
が
、
該
当
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

「
横
光
さ
ん
の
小
説
は
、
二
進
法
的
論
理
に
よ
っ
た
も
の
で
す
ね
」

「
二
進
法
？
」

「
え
え
、
二
進
法
！
だ
い
た
い
、
横
光
さ
ん
は
小
説
を
勝
っ
た
、
負
け

た
で
、
論
理
に
ま
で
押
し
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う
」
（
中

略
）

「
そ
り
ゃ
ァ
君
、
人
生
は
勝
負
だ
と
い
う
く
ら
い
だ
か
ら
ね
」

「
し
か
し
、
と
き
に
は
負
け
た
こ
と
が
勝
っ
た
こ
と
に
な
り
、
勝
っ
た
こ

と
が
負
け
た
っ
て
こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
」

「
あ
る
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
よ
。
そ
れ
が
人
生
の
妙
味
と
い
う
も
の
で
、
そ

の
妙
味
を
書
く
の
が
小
説
じ
ゃ
な
い
か
」

「
し
か
し
、
勝
っ
た
、
負
け
た
の
二
進
法
じ
ゃ
、
負
け
た
こ
と
が
勝
っ
た

こ
と
に
な
り
、
勝
っ
た
こ
と
が
負
け
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
論
理
は
出
て

来
ま
せ
ん
よ
。
そ
こ
に
は
勝
っ
た
、
負
け
た
を
き
め
る
境
界
と
い
っ
た
概

念
が
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

「
境
界
？
」

「
え
え
、
勝
っ
た
と
い
っ
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
勝
ち
が
あ
る
。
し
か
し
、
と

も
か
く
も
、
そ
れ
は
勝
っ
た
と
い
う
大
き
な
集
合
領
域
の
一
つ
の
場
所
に

ち
が
い
な
い
」

「
集
合
領
域
？
」（
中
略
）

「
え
え
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
負
け
た
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

負
け
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
と
も
か
く
も
負
け
た
と
い
う
、
大
き
な

集
合
領
域
の
一
つ
の
場
合
を
な
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
負
け
た
と
い
う
集

合
領
域
は
勝
っ
た
と
い
う
集
合
領
域
の
反
対
概
念
と
し
て
、
勝
っ
た
と
い

う
集
合
領
域
と
相
俟
っ
て
全
体
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
境
界
に
よ
っ
て
分
か

た
れ
た
内
部
あ
る
い
は
外
部
と
い
っ
た
も
の
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
、
や
が
て
は
合
を
な
す
と
こ
ろ
の
正
反
と

い
う
や
つ
で
す
が
、
ぼ
く
は
こ
の
境
界
を
い
ず
れ
か
一
方
の
領
域
に
属
す

る
も
の
と
し
て
、
境
界
が
そ
れ
に
属
す
る
領
域
を
外
部
と
呼
び
、
境
界
が

そ
れ
に
属
し
な
い
領
域
を
内
部
と
言
お
う
と
思
っ
て
る
ん
で
す
」

「
境
界
が
い
ず
れ
か
一
方
の
領
域
に
属
す
る
？
」

と
、
横
光
さ
ん
は
不
審
げ
に
言
っ
た
。
鐘
が
鳴
る
か
撞
木
が
鳴
る
か
式

に
、
境
界
と
い
う
も
の
は
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
二
つ
の
領
域
の
い

ず
れ
に
も
属
す
る
か
、
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
も
の
だ
と
し
か
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ぼ
く
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
か
、
も
ら
え
な
い

か
は
別
に
し
て
、
一
気
に
乗
り
切
れ
と
思
っ
た
。
こ
れ
が
ぼ
く
の
雄
弁
術

か
ら
得
た
秘
訣
で
あ
る
。

「
境
界
が
い
ず
れ
か
の
領
域
に
属
す
る
と
す
る
の
は
、
こ
れ
は
も
う
数
学

で
は
常
識
で
す
よ
。
外
部
は
そ
の
領
域
に
境
界
が
属
し
て
い
る
か
ら
大
小

が
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
内
部
に
は
い
れ
ば
、
そ
の
領
域
に
は
も
う

境
界
が
な
い
か
ら
、
大
小
は
な
い
。
小
説
と
は
い
わ
ば
そ
う
し
た
内
部
に
、

読
者
を
引
き
ず
り
込
む
技
術
で
し
ょ
う
」

「
そ
う
だ
」

と
、
横
光
さ
ん
は
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
来
た
。
し
め
た
！
と
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ぼ
く
は
思
っ
た
。

「
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
小
説
と
は
し
ょ
せ
ん
、
い
か
に
し
て
読
者
を
密
蔽
す

る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
」

「
し
か
し
、
内
部
は
境
界
の
な
い
領
域
だ
と
い
う
ん
だ
ろ
う
」

「
境
界
が
な
い
領
域
だ
か
ら
こ
そ
、
密
蔽
で
き
る
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

い
く
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
、
境
界
が
な
い
か
ら
逃
れ
よ
う
も
な
い
ん
だ

か
ら
６

」

こ
れ
ら
の
対
話
は
、
森
敦
自
身
の
当
時
の
経
験
を
「
ぼ
く
」
の
視
点
か
ら
語

り
直
し
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
面
に
お
け
る
横
光
と
対

話
す
る
「
ぼ
く
」
の
言
葉
を
『
意
味
の
変
容
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、
一
九
三

四
年
当
時
の
場
面
に
重
な
っ
て
く
る
こ
と
が
分
か
る
。

大
き
い
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
が
、
こ
こ
は
謂
わ
ば
壺
中
の
天
だ
か
ら
ね
。

「
壺
中
の
天
？
成
程
な
ア
。
ま
さ
に
世
界
だ
」

世
界
？
お
な
じ
こ
と
だ
が
、
ぼ
く
ら
は
全
体
概
念
を
形
づ
く
っ
て
い
る

と
呼
ん
で
る
ん
だ
よ
。
そ
う
だ
。

任
意
の
一
点
を
中
心
と
し
、
任
意
の
半
径
を
以
て
円
筒
を
描
く
。
そ
う

す
る
と
、
円
周
を
境
界
と
し
て
、
全
体
概
念
は
二
つ
の
領
域
に
分
か
た

れ
る
。
境
界
は
こ
の
二
つ
の
領
域
の
い
ず
れ
か
に
属
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
と
き
、
境
界
が
そ
れ
に
属
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の
領
域
を
内
部
と
い
い
、

境
界
が
そ
れ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
領
域
を
外
部
と
い
う
。

内
部
＋
境
界
＋
外
部
で
、
全
体
概
念
を
な
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
内
部
は
境
界
が
そ
れ
に
属
せ
ざ
る
領
域
だ
か
ら
、
無
辺
際
の
領

域
と
し
て
、
こ
れ
も
全
体
概
念
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
内
部
＋
境
界
＋

外
部
が
な
す
と
こ
ろ
の
全
体
概
念
を
、
お
な
じ
全
体
概
念
を
な
す
と
こ
ろ

の
内
部
に
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
壺
中
の
天
で
も
、
ま
さ

に
天
だ
と
い
う
こ
と
さ ７
。

内
部
と
外
部
の
境
界
を
何
れ
か
に
所
属
さ
せ
る
と
い
う
論
理
は
位
相
空
間
論
・

集
合
論
の
定
義
で
あ
る
。
境
界
が
線
で
あ
り
点
の
集
合
で
あ
る
以
上
、
何
れ
か

に
属
す
る
な
ら
ば
他
方
に
属
さ
な
い
と
い
う
排
中
律
の
原
理
が
成
り
立
つ
。
森

敦
の
表
現
の
特
殊
性
は
、
数
学
的
論
理
を
世
界
観
・
死
生
観
に
ま
で
展
開
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
回
想
の
中
で
そ
の
論
理
が
当
時
既
に
完
成
し
て
い

た
よ
う
に
語
る
「
ぼ
く
」
の
位
置
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
文
壇
意
外
史
』
と
『
意
味
の
変
容
』
に
語
り
の
方
法
と
し
て
設
定
さ
れ
た

「
ぼ
く
」
の
共
通
性
に
着
目
す
る
。
小
説
的
エ
ッ
セ
イ
と
エ
ッ
セ
イ
的
小
説
の

焦
点
人
物
が
、
対
話
者
を
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
思
考
を
深
め
て
行
く
。
語
り

手
に
よ
っ
て
あ
る
べ
き
距
離
を
超
越
し
て
現
在
時
が
過
去
に
生
き
始
め
る
。
こ

の
よ
う
な
〈
汎
通
性
〉
を
獲
得
し
得
た
の
は
、『
文
壇
意
外
史
』
が
単
な
る
エ
ッ

セ
イ
で
は
な
く
、
「
幽
明
の
境
」
と
し
て
の
境
界
を
超
え
た
死
者
を
回
想
の
な

か
で
生
か
す
よ
う
な
、
方
法
的
な
「
私
」
に
よ
る
語
り
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て

い
る
。

現
実
に
は
一
九
七
四
年
を
現
時
点
と
す
る
語
り
手
は
、
同
年
に
『
酩
酊
船
』

を
雑
誌
に
再
掲 ８
し
た
森
敦
自
身
と
重
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
意
味

―48―



の
変
容
』
は
単
行
本
化
さ
れ
る
以
前
に
長
い
執
筆
期
間
を
持
っ
て
お
り
、
や
は

り
一
九
七
四
年
に
「
意
味
の
変
容
（
第
二
回
）
死
者
の
眼
」
が
発
表
さ
れ
て
お

り
、
内
部
に
は
境
界
が
存
在
し
な
い
ゆ
え
に
無
限
で
あ
る
と
い
う
部
分
に
つ
い

て
は
、『
群
像
』
掲
載
時
の
方
が
よ
り
近
い
表
現
を
持
っ
て
い
る
。

大
小
は
た
だ
外
部
か
ら
見
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
内
部
に
は
い
れ
ば

大
小
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
境
界
は
外
部
に
属
し
、
外
部
か
ら
見
た
内
部

の
大
小
は
、
こ
の
境
界
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
内
部
に
は
境

界
が
属
し
な
い
か
ら
、
い
わ
ば
無
限
で
あ
り
、
無
限
に
は
大
小
が
な
い
の

だ
か
ら
。

森
敦
の
設
定
し
た
語
り
手
の
持
つ
〈
汎
通
性
〉
は
、
「
ぼ
く
」
の
記
憶
中
の

出
来
事
を
語
る
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
語
り
手
の
現
在
が
当
時
の
状
況
に
重

ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
に
「
ぼ
く
」
の
対
話
者
が
設

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
「
ぼ
く
ら
」
は
対
話
者
と
し
て
の

「
き
み
」
と
の
共
同
性
を
保
ち
な
が
ら
、
内
部
の
論
理
と
、
境
界
を
含
む
外
部

の
双
方
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
眼
（
視
点
）
を
持
つ
、
方
法
的
な
「
私
」
と

な
り
得
て
い
る
。
ま
た
「
密
蔽
」
さ
れ
た
内
部
の
領
域
は
「
世
界
」
と
し
て
小

説
の
時
空
間
の
定
義
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

『
酩
酊
船
』
の
評
価

森
敦
を
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
小
説
欄
に
推
挙
し
た
横
光
利
一
は
、
連
載
予

告
と
し
て
次
の
よ
う
に
「
酩
酊
船
」
を
評
価
し
て
い
る
。

森
敦
氏
の
「
酩
酊
船
」
は
、
初
め
四
五
回
は
分
り
難
い
。
高
等
学
校
を

追
は
れ
た
青
年
が
希
望
を
失
ひ
、
煙
草
の
品
を
取
り
換
へ
て
吸
つ
て
ゐ
る

う
ち
に
、
ニ
コ
チ
ン
中
毒
に
か
ゝ
り
、
過
去
に
交
渉
の
あ
つ
た
婦
人
た
ち

の
幻
覚
が
、
順
次
に
現
れ
て
来
る
こ
と
が
書
か
れ
て
あ
る
。
こ
の
作
品
の

特
長
は
ニ
コ
チ
ン
中
毒
と
い
ふ
病
体
が
却
つ
て
健
康
者
の
頭
よ
り
も
精
密

に
自
然
や
婦
人
に
か
ら
ま
る
自
分
の
幻
影
を
分
析
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
と
思
ふ
。

（
中
略
）

芸
術
品
と
し
て
見
た
と
き
に
は
、
幻
影
や
観
念
の
計
算
の
仕
方
が
青
年

ら
し
く
科
学
的
な
方
法
を
用
い
て
ゐ
る
上
に
、
筆
力
が
雄
渾
で
若
々
し
く
、

新
味
が
あ
る ９
。

こ
の
よ
う
に
横
光
は
、
『
酩
酊
船
』
と
は
作
者
の
頭
脳
そ
の
も
の
を
作
品
化

し
た
と
理
解
し
、
『
酩
酊
船
』
の
登
場
人
物
を
「
幻
影
」
や
「
観
念
」
だ
と
指

摘
し
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
手
法
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
幻
影
や
観
念
の
計

算
」
に
「
科
学
的
な
方
法
を
用
い
て
ゐ
」
る
と
し
、
方
法
的
な
語
り
に
着
目
し

て
い
る
。

ま
た
、
小
島
信
夫
は
『
酩
酊
船
』
の
手
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。

と
う
と
う
小
説
は
書
き
始
め
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
主
人
公
の
ま
わ

―49―



り
に
何
人
か
の
人
物
は
登
場
し
て
い
る
が
、
た
だ
登
場
し
て
く
る
だ
け
で

徒
ら
に
日
記
や
ノ
ー
ト
の
材
料
と
な
る
だ
け
の
こ
と
だ
。
そ
れ
は
決
し
て

小
説
と
い
う
芸
術
に
奉
仕
す
る
彼
が
無
能
な
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ

た
気
位
が
ほ
の
み
え
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
日
記
や
ノ
ー
ト
そ
の
も
の
が

意
味
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
新
し
い
物
語
を
織
り
な
す
も
の
が
、
宝
庫
と
し

て
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）

い
よ
い
よ
小
説
を
書
き
は
じ
め
る
と
い
う
報
告
を
、
先
輩
小
説
家
に
報

告
す
る
の
み
で
、
書
き
は
じ
め
ら
れ
た
小
説
は
現
れ
ず
じ
ま
い
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
二
十
二
、
三
歳
の
作
者
は
、
こ
の
作
品
が
、
私
に
と
っ
て
小

説
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

�。

小
島
は
小
説
に
於
け
る
人
物
が
語
り
手
を
通
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
同
時
に
そ
れ
ら
を
記
述
し
た
「
日
記
や
ノ
ー
ト
」
そ
の
も
の
が
小
説
で

あ
る
と
指
摘
し
、
「
酩
酊
船
」
の
手
法
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
に
見
出
し
て

い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
横
光
や
小
島
が
『
酩
酊
船
』
を
小
説
家
の
「
幻
影
」
を
記
し
た
も
の

で
あ
り
、
小
説
そ
の
も
の
に
到
達
し
な
い
作
品
だ
と
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、

中
村
三
春
は
『
酩
酊
船
』
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構
造
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

整
理
し
て
い
る
。

こ
の
小
説
は
第
一
章
「
遊
魂
記
」
と
第
二
章
「
遊
島
記
」
の
二
部
構
成

で
、
作
家
た
る
語
り
手
「
私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
。
「
私
」

は
《
酩
酊
船
》
と
題
す
る
小
説
を
執
筆
す
る
構
想
を
練
っ
て
お
り
、
そ
の

創
作
プ
ラ
ン
を
「
莨
日
記
」
と
名
付
け
た
備
忘
録
に
記
入
し
て
い
る
。

（
中
略
）

「
私
」
の
生
活
記
述
と
「
莨
日
記
」
の
記
述
と
は
、
互
い
に
互
い
を
映
す

合
わ
せ
鏡
の
構
造
と
な
り
、
合
わ
せ
鏡
の
映
像
が
外
部
に
出
て
行
か
な
い

の
と
同
じ
く
、
テ
ク
ス
ト
は
テ
ク
ス
ト
じ
た
い
の
み
を
表
現
す
る
も
の
と

な
る
。
つ
ま
り
、
《
酩
酊
船
》
と
は
『
酩
酊
船
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し

か
も
、「
莨
日
記
」
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
分
る
よ
う
に
、「
私
」
は
過
度
の
喫

煙
に
よ
る
ニ
コ
チ
ン
中
毒
に
罹
っ
て
い
て
、
そ
の
た
め
に
妄
想
を
見
る
ま

で
に
な
る
。

（
中
略
）『
酩
酊
船
』
は
独
立
し
た
固
有
の
領
域
を
占
有
す
る
〈
密
蔽
小
説
〉

の
理
論
と
実
践
、
ま
た
そ
れ
を
相
対
化
し
、
小
説
世
界
と
現
実
と
の
「
接

続
」
、
つ
ま
り
「
現
実
の
密
輸
入
」
を
実
現
す
る
〈
非
密
蔽
小
説
〉
の
理

論
と
実
践
と
い
う
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
両
極
間
の
振
幅
を
一
つ
の
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
成
就
し
た
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
理
論
を
内
在
し
た
小

説
、
す
な
わ
ち
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
、
森
に
お

け
る
〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
そ
の
も
の
の
ア
ル
フ
ァ
と
オ
メ
ガ
と
を
、
そ
の
〈
構

造
〉
に
よ
っ
て
展
開
し
た
テ
ク
ス
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い

�。

創
作
日
記
と
し
て
の
「
莨
日
記
」
、
そ
れ
を
読
み
つ
つ
あ
る
「
私
」
の
生
活

記
述
、
書
か
れ
る
べ
き
《
酩
酊
船
》
の
相
関
関
係
を
指
摘
し
、
書
か
れ
る
べ
き

作
中
作
《
酩
酊
船
》
自
体
が
す
な
わ
ち
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
『
酩
酊
船
』
で

あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
森
敦
の
小
説
論
を
援
用
し
第
一
章
「
遊
魂
記
」
を
〈
密
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蔽
小
説
〉、
第
二
章
「
遊
島
記
」
を
〈
非
密
蔽
小
説
〉
の
実
践
と
定
義
し
た
。

さ
ら
に
、
山
野
雄
大
は
「
遊
魂
記
」
と
「
遊
島
記
」
の
関
係
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

章
立
て
だ
け
眺
め
る
と
一
見
三
部
構
成
の
よ
う
に
も
見
え
る
「
酩
酊
船
」

だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
〈
小
見
出
し
〉
区
分
の
一
部
が
極
度
に
肥
大
し
て

〈
章
区
分
〉
と
融
解
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
全
て
は
第
一
章

「
遊
魂
記
」
が
作
り
出
し
た
時
間
の
流
れ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
が

ゆ
え
の
不
均
衡
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
肥
大
そ
の
も
の
で
あ
る
第
二
章

「
遊
島
記
」
は
、《
創
作
・
酩
酊
船
》
を
誘
発
す
る
経
過
を
記
し
た
〈
テ
ク

ス
ト
内
テ
ク
ス
ト
〉
と
し
て
、
書
か
れ
ざ
る
《
創
作
・
酩
酊
船
》
と
パ
ラ

レ
ル
な
存
在
と
し
て
仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 �

山
野
は
詳
細
な
作
品
構
造
分
析
か
ら
、
作
中
作
《
酩
酊
船
》
が
書
か
れ
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
し
た
中
村
説
を
補
完
し
て
い
る
。
あ
た
か
も

二
重
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
書
か
れ
ざ
る
《
創
作
・
酩
酊
船
》
が
読

ま
れ
る
よ
う
に
、
語
り
手
「
私
」
が
ふ
る
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
が
完

成
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。

富
岡
幸
一
郎
も
ま
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
意
識
化
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構

造
の
多
層
性
を
指
摘

�し
、
「
創
造
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
追
い
求
め
る
「
魂
の
記

述
」
と
し
て
、『
酩
酊
船
』
の
記
述
そ
の
も
の
が
完
成
し
て
い
る
と
す
る
。

本
稿
は
そ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
、
新
た
に
『
酩
酊
船
』
の

語
り
手
の
位
置
を
、
森
敦
に
お
け
る
〈
汎
通
性
〉
と
し
て
理
解
し
、
記
述
の
現

在
と
作
中
作
《
酩
酊
船
》
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
を
深
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
酩
酊
船
』
の
構
造

『
酩
酊
船
』
は
作
家
志
望
の
学
生
（
一
高
生
く
ず
れ
？
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
私
」（
浩
ち
ゃ
ん
）
が
、
同
棲
相
手
の
菊
江
と
別
れ
る
ま
で
の
顛
末
を
語
る
第

一
章
「
遊
魂
記
」
と
、
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
る
大
学
院
生
で
作
家
の
池
田
氏

と
と
も
に
伊
豆
大
島
を
旅
し
、
旅
中
で
知
り
あ
っ
た
三
千
代
の
身
の
上
話
（
京

都
の
Ｄ
大
学
生
に
裏
切
ら
れ
る
顛
末
）
を
聞
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
女
が
自

分
で
は
な
く
池
田
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
理
由
が
過
去
の
男
の
面
影
を

重
ね
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
第
二
章
「
遊
島
記
」
と
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
物
語
内
容
と
し
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
構
造
は
多
層
的
で
、

日
記
兼
創
作
ノ
ー
ト
「
莨
日
記
」
を
参
照
し
つ
つ
、
過
去
を
回
想
し
て
行
く
語

り
の
現
在
と
、
そ
こ
に
記
述
さ
れ
る
過
去
の
記
憶
も
ま
た
小
説
の
創
作
ノ
ー
ト

に
記
さ
れ
た
会
話
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
常
に
小
説
の
完
成
に
向
け
て
書
き

つ
つ
あ
る
「
私
」
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が

存
在
す
る
こ
と
は
先
行
研
究
の
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
創
作
日
記

と
し
て
の
「
莨
日
記
」
と
「
遊
魂
記
」
と
い
う
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
は
、
回
想
さ

れ
る
過
去
と
記
述
さ
れ
る
現
在
と
い
う
異
な
る
位
相
に
存
在
す
る
こ
と
は
あ
ら

た
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

万
事
か
う
し
た
塩
梅
の
私
だ
か
ら
、
喫
煙
の
他
に
は
、
こ
れ
と
い
つ
た
た
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の
し
み
が
あ
る
で
も
な
く
、
ひ
ま
に
ま
か
せ
て
過
去
の
日
記
を
く
り
ひ
ろ

げ
、
考
古
学
者
が
発
掘
に
よ
つ
て
得
た
埴
輪
や
、
土
器
や
、
鏡
か
ら
、
そ

の
使
用
者
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
時
代
風
俗
の
な
が
れ
を
も
類
推
す
る
や

う
に
、
そ
れ
を
記
述
し
た
頃
の
私
自
身
を
回
想
し
て
み
る
。
い
や
逆
に
、

そ
の
回
想
が
生
活
の
す
べ
て
と
も
い
へ
る
い
ま
の
私
だ
。

（
第
一
回
・
第
一
章
「
遊
魂
記
」（
自
己
紹
介
の
傍
に
））

こ
こ
で
は
「
莨
日
記
」
は
過
去
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
読
み
返
し
つ
つ
記

述
さ
れ
る
現
在
が
、
ま
さ
に
こ
の
「
遊
魂
記
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か

し
な
が
ら
、
現
在
か
ら
の
回
想
自
体
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
書
き
こ
ま
れ
て
も
い

る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
次
の
よ
う
に
。

私
も
さ
き
に
述
べ
た
と
ほ
り
、
素
晴
し
い
小
説
を
書
き
あ
げ
た
い
目
的

の
た
め
に
、
毎
日
ひ
そ
か
に
日
記
を
し
る
す
と
い
ふ
、
唯
一
の
美
点
を
も

つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
そ
れ
ゆ
ゑ
、
私
の
日
記
は
、
日
記
と
い
ふ
よ
り
も
、

む
し
ろ
創
作
に
つ
い
て
の
備
忘
録
と
云
つ
た
は
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い

の
で
、
一
二
年
ま
へ
か
ら
（
私
が
創
作
酩
酊
船
を
作
ら
う
と
思
ひ
た
つ
た

頃
か
ら
）、
書
き
と
め
ら
れ
て
あ
る
の
だ
つ
た
。

（
中
略
）

さ
る
四
月
三
日
の
日
記
は
、
私
が
莨
に
特
殊
な
興
味
を
も
ち
だ
し
た
次

第
を
斯
く
語
つ
て
ゐ
る
。

《
け
む
り
の
不
思
議
な
現
象
―
人
は
そ
れ
を
あ
る
一
瞬
に
発
見
す
る
こ

と
が
出
来
る
》

（
第
二
回
（
莨
日
記
の
傍
に
））

こ
の
よ
う
に
、
第
一
部
「
遊
魂
記
」
自
体
が
、
「
莨
日
記
」
す
な
わ
ち
同
棲

相
手
で
あ
る
恋
人
菊
江
と
の
過
去
の
記
述
・
創
作
メ
モ
／
「
遊
魂
記
」
す
な
わ

ち
書
か
れ
つ
つ
あ
る
記
述
の
現
在
／
そ
れ
ら
を
小
説
の
一
部
と
し
て
利
用
し
つ

つ
書
か
れ
る
べ
き
作
中
作
《
酩
酊
船
》
を
創
作
し
つ
つ
あ
る
「
私
」
、
以
上
少

な
く
と
も
三
重
の
構
造
を
持
つ
の
だ
。

し
か
も
第
二
部
「
遊
島
記
」
は
第
一
部
の
日
付
に
続
く
よ
う
に
接
続
さ
れ
た

日
記
形
式
の
小
説
で
あ
る
。
第
八
回
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
る
。

（
七
月
二
十
九
日
）

（
明
三
十
日
、
池
田
氏
と
大
島
へ
行
く
予
定
。

（
知
覚
の
変
化
は
、
感
覚
の
変
化
か
ら
始
ま
る
。

だ
か
ら
、
旅
を
す
る
必
要
が
あ
る
―
パ
リ
ウ
ド
よ
り
。

ヂ
イ
ド
の
言
葉
で
も
あ
る
ま
い
が
、
た
し
か
に
旅
行
は
効
果
が
あ
つ
て
、

以
後
今
日
に
至
る
約
一
ヶ
月
間
、
日
記
も
身
体
と
同
様
に
か
ら
う
じ
て
小

康
を
得
、
喫
煙
及
び
酩
酊
船
に
関
す
る
メ
モ
が
記
載
さ
れ
て
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
私
に
は
も
う
そ
れ
等
の
一
つ
一
つ
を
、
挙
げ
る
だ
け
の
興
味
は
な

い
。
た
だ
お
け
い
と
の
関
係
に
、
い
ま
一
歩
た
ち
入
る
と
い
ふ
意
味
で
、

昨
日
書
い
た
分
を
挙
げ
て
み
る
。
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（
九
月
四
日
）

（
酩
酊
船
に
は
、
吃
音
者
を
一
人
登
場
さ
せ
る
こ
と
。
吃
音
は
劇
的
効

果
を
あ
げ
る
に
役
立
つ
だ
ら
う
か
ら
。

（
雨
な
の
に
珍
客
が
あ
つ
た
。
精
肉
業
者
（
お
け
い
の
兄
）
だ
。

（
第
八
回
）

「
遊
島
記
」
そ
の
も
の
の
記
述
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
の
時
間

の
経
過
が
必
要
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
は
第
三
章
「
結
末
な

ら
ぬ
結
末
」
が
存
在
し
、
し
か
も
そ
の
中
の
「
私
」
は
こ
れ
か
ら
創
作
《
酩
酊

船
》
を
書
き
は
じ
め
る
の
だ
と
池
田
に
向
か
っ
て
書
簡
を
書
い
て
い
る
。
次
に

引
用
す
る
箇
所
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
『
酩
酊
船
』
そ
の
も
の
の
末
尾
で
も
あ
る
。

突
然
、
ど
こ
か
で
子
供
の
騒
ぐ
声
が
す
る
。
子
供
の
騒
ぐ
日
は
雨
だ
と

い
ふ
が
、
し
て
み
る
と
明
日
も
雨
か
な
…
…
私
は
な
が
い
黙
想
か
ら
解
放

さ
れ
る
と
、
池
田
氏
に
あ
て
次
の
如
く
書
い
た
。

…
…
今
朝
落
手
致
し
ま
し
た
四
十
三
円
、
今
度
こ
そ
は
御
厚
志
に
そ

む
か
ぬ
使
ひ
か
た
が
出
来
る
で
あ
り
ま
せ
う
。
近
日
中
、
私
は
島
で
御

話
し
た
酩
酊
船
の
作
製
に
没
入
致
す
、
心
算
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
（
中

略
）…
…
未
熟
な
私
の
こ
と
ゝ
て
、
人
物
、
性
格
の
す
べ
て
を
創
作
す
る

こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
、
私
は
菊
江
、
お
け
い
、
三

千
代
を
按
配
し
て
、
よ
り
真
実
に
近
か
ら
し
む
べ
く
努
力
す
る
で
あ
り

ま
せ
う
が
、
時
に
は
お
け
い
の
兄
ま
で
が
登
場
し
、
吃
音
で
貴
君
を
笑

は
せ
る
だ
ら
う
と
希
望
し
ま
す
。

書
き
終
る
と
、
立
ち
あ
が
つ
て
欠
を
し
、
伸
を
し
て
、
さ
て
そ
れ
か
ら

卓
上
の
黒
い
壺
の
ほ
う
へ
と
、
歩
み
よ
つ
た
。（
中
略
）

階
段
を
上
る
三
千
代
の
跫
音
が
き
こ
え
て
き
た
。
三
千
代
が
き
た
ら
、

幻
（
精
肉
業
者
の
）
で
も
祓
つ
て
も
ら
は
う
。
（
中
略
）
そ
し
て
…
…
い

や
、
疑
心
暗
鬼
は
小
説
を
延
長
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
か
。
ノ
ツ
ク
の
音

が
す
る
。

（
第
二
十
一
回
第
三
章
「
結
末
な
ら
ぬ
結
末
」

（
他
は
み
な
作
者
が
無
駄
事
な
る
一
章
））

記
述
の
現
在
が
第
一
章
か
ら
第
三
章
へ
と
接
続
す
る
と
す
れ
ば
、「
遊
島
記
」

が
書
か
れ
た
の
は
八
月
五
日
か
ら
九
月
五
日
の
間
の
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
第
一
章
の
記
述
に
「
九
月
五
日
」
に
池
田
氏
に
書
簡
を
書
く
予
定
で
あ

る
旨
こ
と
わ
っ
て
あ
る
以
上
、
「
遊
島
記
」
自
体
も
そ
の
後
に
書
き
は
じ
め
ら

れ
る
運
び
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ
と
す
る
と
、
語
る
こ
と
と
記
述
す
る
こ
と
と
は

物
理
的
な
時
間
の
必
要
性
を
超
越
し
て
一
致
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
こ
の
語
り
手
の
「
私
」
の
位
相
を
〈
汎
通
性
〉
と
読
ん
で
良
い
だ
ろ
う
。

「
遊
魂
記
」
の
始
め
に
「
回
想
が
生
活
の
す
べ
て
と
も
い
へ
る
い
ま
の
私
」

と
あ
っ
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
現
在
は
空
無
化
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
時
点
か
ら

の
記
述
で
あ
る
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
例
え
ば
「
遊
魂
記
」
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。
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四
月
三
十
日
の
日
記
に
あ
る
感
覚
の
遊
歩
と
は
、
ヴ
ア
レ
リ
イ
の
た
め
で

は
な
く
、
莨
の
た
め
で
あ
つ
た
と
気
づ
い
た
そ
の
頃
、
ち
や
う
ど
そ
の
頃
、

偶
然
に
も
私
た
ち
の
予
感
う
ん
ぬ
ん
が
的
中
し
は
じ
め
た
の
だ
。
す
な
は

ち
、
そ
の
月
日
ま
で
よ
く
お
ぼ
え
て
ゐ
る
が
、
こ
の
年
の
六
月
二
十
三
日
、

私
は
菊
江
と
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
の
だ
つ
た
。（
第
四
回
）

菊
江
と
の
別
れ
が
「
こ
の
年
の
六
月
二
十
三
日
」
と
あ
る
よ
う
に
「
今
年
」

で
は
な
く
、
記
述
全
体
が
い
ず
れ
か
の
時
点
か
ら
の
回
想
で
あ
る
べ
き
は
ず
だ
。

し
か
し
常
に
記
述
の
現
在
と
記
憶
の
な
か
の
現
在
と
は
二
重
化
さ
れ
て
お
り
、

ど
の
よ
う
な
状
態
か
ら
の
回
想
で
あ
る
か
は
確
定
し
得
な
い
。

書
く
こ
と
に
関
し
て
は
、
一
見
日
を
追
っ
て
順
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
「
昨
日
書
い
た
分
」
や
「
今
年
の
六
月
」
と
い
っ
た
記
述
は
空
無
化
さ

れ
た
現
在
を
つ
な
ぎ
止
め
る
効
果
が
あ
る
。
ま
た
、
菊
江
や
、
彼
女
が
去
っ
た

後
の
「
お
け
い
」
と
の
会
話
は
、
す
べ
て
創
作
ノ
ー
ト
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
の
記
述
も
あ
り
、
「
遊
島
記
」
全
体
が
そ
の
よ
う
な
創
作
ノ
ー
ト
の
完
成

形
と
も
受
け
取
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
日
記
的
日
付
の
更
新
と
作
中

時
間
の
流
れ
の
矛
盾
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い
る
。

「
遊
島
記
」
の
末
尾
（
第
二
十
回
）
の
次
の
記
述
に
も
注
目
し
た
い
。

「
あ
ら
、
あ
の
ひ
と
が
一
等
さ
き
に
見
え
な
く
な
つ
た
…
…
」
と
、
彼
女

は
そ
れ
が
奇
蹟
で
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
、
さ
う
云
つ
た
。

私
は
ふ
と
こ
み
あ
げ
て
き
た
不
安
に
手
を
お
ろ
し
て
彼
女
の
横
顔
を
ぬ

す
み
み
し
た
が
、
そ
の
瞬
間
こ
そ
、
あ
の
酩
酊
船
が
私
の
胸
裏
に
完
成
し

た
瞬
間
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

（
第
二
十
回
）

記
録
の
な
か
の
現
在
と
記
述
さ
れ
た
現
在
と
が
接
続
す
る
可
能
性
を
持
ち
な

が
ら
、
「
あ
の
酩
酊
船
」
と
い
う
記
述
は
、
語
り
手
の
現
在
に
お
い
て
既
に
作

中
作
《
酩
酊
船
》
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

つ
ま
り
「
こ
の
年
」
と
「
あ
の
酩
酊
船
」
と
い
う
指
示
語
に
よ
っ
て
、
創
作

《
酩
酊
船
》
が
書
か
れ
得
た
記
述
の
現
在
が
区
切
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

菊
江
と
別
れ
た
「
六
月
二
十
三
日
」
が
今
年
で
は
な
く
「
こ
の
年
」
で
あ
っ
た

り
、
未
だ
書
か
れ
得
な
い
創
作
《
酩
酊
船
》
を
「
あ
の
」
と
い
う
指
示
語
で
特

定
で
き
る
時
点
、
則
ち
既
に
完
成
さ
れ
た
未
来
か
ら
回
想
的
に
語
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
っ
た
り
と
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
こ
そ
が
作
品
世
界
の
境
界
を
な
し
、
内

部
と
外
部
を
区
切
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
構
成
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
第
三
章
「
結
末
な
ら
ぬ
結
末
」
に
お
い
て
「
突
然
、

ど
こ
か
で
子
供
の
さ
わ
ぐ
声
が
す
る
」
と
「
私
」
に
語
ら
せ
て
い
た
。
こ
こ
で

は
記
述
の
現
在
が
仮
構
さ
れ
る
と
同
時
に
、
作
中
人
物
と
し
て
の
「
私
」
と
方

法
と
し
て
の
「
私
」
、
す
な
わ
ち
〈
汎
通
性
〉
を
持
っ
た
「
私
」
と
が
一
致
し

て
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
小
説
の
作
品
世
界
は
「
密
蔽
」
さ
れ
て
完
成
す
る
の

だ
と
言
え
る
。

ま
た
、
「
私
」
が
池
田
氏
に
当
て
た
手
紙
に
お
い
て
は
作
中
作
《
酩
酊
船
》

の
完
成
を
期
す
る
と
と
も
に
、
「
菊
江
」
「
お
け
い
」
「
三
千
代
」
を
登
場
さ
せ

る
こ
と
、「
お
け
い
の
兄
」（
精
肉
業
者
）
が
登
場
さ
せ
ら
れ
て
、
池
田
氏
を
笑

わ
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
こ
ま
で
の
記
述

が
創
作
《
酩
酊
船
》
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
中
村
、
山
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野
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
『
酩
酊
船
』
が
即
書
か
れ
ざ
る
創

作
《
酩
酊
船
》
な
の
で
あ
る
。

作
品
の
末
尾
で
、
「
遊
島
記
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
は
ず
の
「
三
千
代
」
が

「
私
」（
浩
ち
ゃ
ん
）
を
訪
ね
て
く
る
。「
疑
心
暗
鬼
は
小
説
を
延
長
す
る
こ
と
を

許
さ
ず
、
か
。
ノ
ツ
ク
の
音
が
す
る
。」
の
部
分
は
、
読
者
に
は
不
可
視
の
外
部
、

登
場
人
物
が
登
場
人
物
と
し
て
生
き
得
な
い
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
と
読
め
る
。

つ
ま
り
、
読
者
は
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
「
密
蔽
」
さ
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
外
の

現
実
と
い
う
外
部
に
は
触
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
論

以
上
の
よ
う
に
、
作
品
『
酩
酊
船
』
の
記
述
内
に
は
、
無
数
の
境
界
が
隠
蔽

さ
れ
て
お
り
、
小
説
世
界
と
い
う
「
内
部
」
を
な
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
語

り
手
の
現
在
そ
の
も
の
が
、
書
き
手
「
私
」
の
現
在
／
記
述
さ
れ
た
作
品
世
界

の
現
在
／
「
莨
日
記
」
に
記
録
さ
れ
た
現
在
と
い
う
層
を
な
し
て
い
る
上
に
、

書
か
れ
ざ
る
《
酩
酊
船
》
の
先
駆
稿
と
し
て
「
遊
島
記
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が

そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
語
り
手
の
〈
汎
通
性
〉
は
森
敦
的
テ
ク
ス

ト
に
お
い
て
一
九
七
四
年
現
在
以
降
顕
著
に
働
く
原
理
と
な
る
が
、
初
期
作
品

で
あ
る
『
酩
酊
船
』
に
お
い
て
も
そ
の
語
り
手
の
存
在
は
、
記
述
の
現
在
を
確

定
し
得
な
い
領
域
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
構
造
に
よ
っ
て
措
定
す
る
こ
と

で
、〈
汎
通
性
〉
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

付
記

森
敦
の
作
品
は
す
べ
て
『
森
敦
全
集
』
（
一
九
九
三
年
一
月
二
二
日
～
一
九

九
五
年
一
二
月
八
日
、
筑
摩
書
房
）
よ
り
引
用
し
た
。
ま
た
本
稿
は
森
敦
研
究

会
（
代
表
井
上
明
芳
）
の
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
七

日
、
於
國
學
院
大
學
）
で
の
発
題
、
お
よ
び

J
F
研
（
日
本
に
お
け
る
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
論
研
究
会
、
代
表
高
橋
幸
平
）
で
の
口
頭
発
表
（
二
〇
一
七
年
一
〇

月
二
九
日
、
於
同
志
社
大
学
）
に
基
づ
い
て
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

注

１
森
敦
「
吹
雪
か
ら
の
た
よ
り
」
（
ノ
ー
ト
Ｂ
）
一
九
六
一
年
五
月
一
〇
日

付
、
『
森
敦
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
四
年
四
月
二
五
日
、
筑
摩
書
房
）

六
〇
四
～
六
〇
五
頁
。

２
由
良
君
美
『
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
脱
構
築
』
（
一
九
九
五
年
四
月
、
文

遊
社
）
一
〇
～
一
一
頁
。

３
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
（
一
九
八
五
年

九
月
、
水
声
社
）
二
七
四
～
二
七
五
頁
。

４
『
東
京
日
日
新
聞
』『
大
阪
毎
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
三
四
年
三
月
二
一
日

～
四
月
二
七
日
連
載
。

５
『
文

壇
意
外

史
』
（
一
九
七
五
年
一
一
月
三
〇
日
、

朝
日

新
聞
社
）
、
初

出

は
「
超
能
力
」（
『
週
間
朝
日
』
一
九
七
四
年
七
月
五
日
）

６
『
文

壇
意
外

史
』
、
初

出
「

禿
げ
頭
の

効
用
」
、
お
よ
び
「

勘
当

乞
う
」

（『
週
刊
朝
日
』
一
九
七
四
年
六
月
二
一
日
、
二
八
日
）

７
「
死
者
の
眼
」、『

意
味
の
変
容
』（
一
九
八
四
年
九
月
三
〇
日
、
筑
摩
書
房
）
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８
「
そ
の
こ
ろ
の
私
―
横
光
利
一
さ
ん
の
こ
と
な
ど
」
（
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

一
九
七
四
年
二
月
一
〇
日
）
の
同
号
に
『
酩
酊
船
』
が
一
部
再
掲
さ
れ
た

（
第
二
章
「
遊
島
記
」
）
、
ま
た
「
星
霜
移
り
、
人
は
去
り
、
四
十
年
流
離

の
記
」
（
『
文
壇
意
外
史
』
）
（
『
週
刊
朝
日
』
一
九
七
四
年
二
月
一
五
日
～

七
月
二
六
日
）、「
意
味
の
変
容
（
第
一
回
）
寓
話
の
実
現
」（『
群
像
』
二

九
巻
一
〇
号
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
）、「
意
味
の
変
容
（
第
二
回
）
死
者

の
眼
」（『
群
像
』
二
九
巻
一
一
号
、
一
九
七
四
年
一
一
月
）
な
ど
が
同
時

期
に
執
筆
発
表
さ
れ
て
い
る
。

９
横
光
利
一
「
現
代
青
年
の
心
を
表
現
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
四
年

三
月
二
〇
日
）。

10

小
島
信
夫
「
『
酩
酊
船
』
の
出
発
」
、
『
森
敦
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
四

年
四
月
二
五
日
、
筑
摩
書
房
）
所
収
。

11

中
村
三
春
「〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と
〈
構
造
〉
の
旅
」、『
浄
土
』（
一
九
九
六
年

三
月
一
〇
日
、
講
談
社
文
芸
文
庫
）
所
収
。

12

山
野
雄
大
「
森
敦
「
酩
酊
船
」
試
論
―
小
説
構
造
の
諸
相
」、『
立
教
大
学

日
本
文
学
』
九
〇
集
、
二
〇
〇
三
年
七
月
。

13

富
岡
幸
一
郎
「
幻
の
処
女
作
、
永
遠
の
実
験
作
」
、
『
酩
酊
船
』
（
二
〇
〇

八
年
五
月
一
〇
日
、
講
談
社
文
芸
文
庫
）
所
収
。
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