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一

『
雁
』
は
完
成
に
至
る
ま
で
に
長
い
空
白
期
間
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。改
め
て
確
認
し
て
お
く
と
、明
治
四
十
四
年
八
月
、「
ス
バ
ル
」
で
の
『
青

年
』
連
載
を
終
え
た
鷗
外
は
、
九
月
か
ら
引
き
つ
づ
き
同
誌
上
で
『
雁
』
の
連

載
を
始
め
た
。
大
正
二
年
五
月
ま
で
断
続
的
に
五
回
の
休
載
を
経
て
、「
弐
拾

壱
」
ま
で
書
き
継
が
れ
る
。
連
載
は
そ
こ
で
打
ち
切
り
と
な
り
、
以
後
の
部
分

「
弐
拾
弐
」
か
ら
「
弐
拾
肆
」
は
、
大
正
四
年
五
月
、
籾
山
書
店
か
ら
単
行
本

と
し
て
刊
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
加
筆
さ
れ
、『
雁
』
は
完
結
す
る
。

二
年
間
と
い
う
こ
の
長
い
空
白
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
は

な
い
。
こ
の
時
期
、
鷗
外
が
旺
盛
な
創
作
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
一
因

と
推
測
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
中
断
に
至
る
大
正
元
年
か
ら
二
年
五
月
ま
で
の

状
況
を
見
て
み
る
と
、『
雁
』
の
ほ
か
『
灰
燼
』
の
連
載
を
抱
え
る
一
方
、『
興

津
弥
五
右
衛
門
の
遺
書
』『
阿
部
一
族
』
に
よ
っ
て
歴
史
小
説
と
い
う
新
た
な

領
域
に
も
足
を
踏
み
入
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
『
諸
国
物
語
』
に
収
め
ら
れ
る
翻

訳
の
仕
事
も
並
行
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
多
様
な
創
作
の
展
開
が
、
結
果
的
に

『
雁
』
の
執
筆
を
滞
ら
せ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
金
子
幸
代
は
「
鷗
外
が
『
雁
』

を
書
き
続
け
る
に
あ
た
っ
て
、
小
説
へ
の
疑
問
や
迷
い
が
出
て
き
た
の
で
は
な

い
か（

（
（

」
と
推
測
し
て
い
る
。

一
方
、
小
堀
桂
一
郎
は
こ
の
間
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
推
察
す
る
。

作
者
は
こ
の
長
編
を
次
第
に
持
て
あ
ま
し
、
連
載
中
断
と
い
ふ
形
で
一

旦
放
棄
、
暫
く
間
を
置
く
う
ち
に
収
拾
の
め
ど
が
立
つ
て
そ
こ
で
加
筆
完

成
し
、
辛
う
じ
て
単
行
本
に
ま
と
め
た
、
と
い
つ
た
経
緯
が
あ
つ
た
も
の

で
あ
ら
う
か（

（
（

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
判
然
と
し
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
こ

ろ
で
、
小
堀
の
推
測
の
な
か
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
暫
く
間
を
置
く
う
ち
に
収

拾
の
め
ど
が
立
つ
て
」
の
部
分
で
あ
る
。「
収
拾
の
め
ど
」
と
は
、
中
断
し
て

論
　
文鷗

外
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
─
─
『
雁
』
の
結
末
を
め
ぐ
っ
て
─
─

小
仲
信
孝



鷗外のアンビバレント──『雁』の結末をめぐって──

65

い
た
『
雁
』
を
完
成
す
る
た
め
「
弐
拾
弐
」
か
ら
「
弐
拾
肆
」
を
加
筆
し
た
際

に
「
釘
一
本
」
の
故
事
、
す
な
わ
ち
〈
偶
然
〉
に
よ
っ
て
岡
田
と
お
玉
の
物
語

を
終
結
さ
せ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
収
拾
」
の
仕
方
は
、
明
ら
か
に

唐
突
で
あ
る
。
岡
田
へ
の
想
い
を
募
ら
せ
て
い
た
お
玉
が
、
意
を
決
し
て
そ
の

想
い
を
打
ち
明
け
る
べ
く
、
下
女
の
梅
を
里
に
帰
し
準
備
万
端
整
え
た
と
こ
ろ

で
「
弐
拾
壱
」
は
終
わ
っ
て
い
た
。
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
先
ど
の
よ
う
な

展
開
が
待
っ
て
い
る
か
期
待
を
抱
く
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
鷗
外
は
読

者
の
期
待
と
は
裏
腹
に
呆
気
な
い
結
末
を
用
意
す
る
。
夕
食
に
「
青
魚
の
未
醤

煮
」
が
出
た
た
め
に
、
そ
の
日
散
歩
に
出
た
岡
田
は
一
人
で
は
な
か
っ
た
。「
青

魚
の
未
醤
煮
」
と
い
う
〈
偶
然
〉
が
お
玉
と
岡
田
と
の
決
定
的
な
接
点
を
奪
っ

た
の
だ
。
明
日
に
は
洋
行
の
途
に
つ
く
岡
田
は
二
度
と
お
玉
の
前
に
姿
を
現
す

こ
と
は
な
い
。
お
玉
の
人
生
が
岡
田
と
交
わ
る
可
能
性
を
消
滅
さ
せ
て
『
雁
』

は
幕
を
閉
じ
る
。
あ
と
に
は
想
い
を
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
お
玉
の
欲
望
だ
け
が

宙
づ
り
に
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

じ
つ
に
性
急
な
幕
切
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
収
拾
」
と
い
う
よ
り
、

さ
ら
な
る
劇
的
展
開
を
期
待
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
急
転
直
下
、
む
り
や
り
予

想
外
の
け
り
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
印
象
を
否
め
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ

う
な
呆
気
な
い
結
末
が
選
ば
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二

お
玉
と
岡
田
の
人
生
が
す
れ
違
っ
た
の
は
、
運
命
論
的
、
宿
命
論
的
な
視
座

に
立
て
ば
〈
必
然
〉
の
結
果
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
帰
属
す
る
社
会
的
階
層
が

異
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
岡
田
の
帰
属
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
知
的
エ

リ
ー
ト
の
世
界
で
あ
る
。
岡
田
は
医
学
生
と
し
て
エ
リ
ー
ト
の
道
を
ひ
た
走
っ

て
い
る
。
目
前
に
控
え
た
海
外
留
学
は
ま
さ
に
知
的
エ
リ
ー
ト
の
証
明
で
あ
り
、

帰
国
後
は
さ
ら
な
る
社
会
的
地
位
の
向
上
も
約
束
さ
れ
て
い
よ
う
。
竹
盛
天
雄

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
岡
田
の
属
す
る
世
界
が
「
何
を
お
い
て
も
近
代
日
本
の

学
術
や
知
識
の
修
得
を
目
的
と
す
る
知
的
エ
リ
ー
ト
の
そ
れ（

（
（

」
で
あ
る
以
上
、

国
家
的
使
命
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岡
田
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
知
的
エ

リ
ー
ト
の
規
範
を
忠
実
に
生
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
明
治
近
代
国
家
に

お
け
る
知
的
エ
リ
ー
ト
の
規
範
と
は
、
近
代
国
家
建
設
の
た
め
に
一
身
を
捧
げ

る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
公
的
な
目
標
の
み
に
生
き
、
私
的
な
目
標
を
排
除
す
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
岡
田
は
模
範
生
で
あ
っ
た
。

岡
田
と
い
う
人
物
を
語
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
規
則
正
し
い
生
活
ぶ

り
で
あ
る
。
時
計
の
よ
う
に
正
確
な
生
活
習
慣
と
い
い
、
い
つ
も
決
ま
っ
た

コ
ー
ス
を
た
ど
る
散
歩
と
い
い
、
そ
の
律
儀
さ
は
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ

る
。
岡
田
は
「
理
知
的
統
御（

（
（

」
に
よ
っ
て
自
己
を
厳
し
く
律
し
生
き
て
い
る
。

敷
か
れ
た
レ
ー
ル
の
上
を
ひ
た
す
ら
走
り
続
け
る
こ
と
だ
け
を
自
ら
に
課
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。「
岡
田
に
は
、
彼
を
と
り
ま
く
環
境
に
過
不
足
な
く
適
合

し
て
、
そ
の
外
側
の
世
界
へ
は
み
出
し
た
り
、
跳
り
出
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ

と
は
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
る（

（
（

」。
竹
盛
の
岡
田
評
は
、
良
く
も
悪
く
も
知
的
エ

リ
ー
ト
の
道
を
歩
む
人
間
の
特
性
を
言
い
当
て
て
い
る
。
岡
田
と
は
つ
ま
り
、

規
範
か
ら
逸
脱
し
な
い
人
間
、
も
し
く
は
逸
脱
で
き
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。

お
玉
は
高
利
貸
し
の
妾
と
し
て
市
井
に
生
き
て
い
る
。
日
の
当
た
ら
な
い
場

所
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
お
玉
と
、
社
会
の
表
舞
台
で
生
き
る
岡
田
と
の
接
点
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は
想
像
し
に
く
い
。
も
ち
ろ
ん
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
岡
田
は

「
競
漕
の
選
手
」
で
あ
り
「
血
色
が
好
く
て
、
体
格
が
し
つ
か
り
し
て
ゐ
た
」

（
壱
）
と
い
う
。
健
康
な
肉
体
を
持
つ
青
年
と
し
て
異
性
へ
の
関
心
が
あ
っ
て

お
か
し
く
は
な
い
。
実
際
、「
小
青
伝
」
を
愛
読
し
て
い
る
こ
と
か
ら
異
性
に

無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
岡
田
の
視
線
が
お
玉
の

姿
を
捉
え
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
一
瞬
の
出
来
事
に
過

ぎ
ず
、
お
玉
の
存
在
は
岡
田
の
視
界
か
ら
消
え
去
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
理

性
に
身
を
委
ね
て
生
き
る
こ
と
を
選
択
し
て
い
る
岡
田
に
と
っ
て
、
異
性
へ
の

関
心
と
い
う
情
動
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
敗
北
を

意
味
す
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
岡
田
は
理
知
的
で
あ
る
と
同
時
に
禁
欲
的
で

も
あ
る
。
も
と
も
と
二
人
の
人
生
が
交
叉
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
に
等

し
か
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

鷗
外
に
は
結
末
を
〈
必
然
〉
に
託
す
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
お
玉
に
告
白
の
場
を
与
え
れ
ば
い
い
。
し
か
し
岡
田
と
い
う
人
物

の
造
形
、
留
学
を
目
前
に
し
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
、
お
玉
の
想
い
を
受
け
入

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
一
瞬
の
交
わ
り
は
実
現
す
る
も
の
の
、
す
ぐ
に
岡

田
の
前
か
ら
消
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
そ
し
て
お
玉
は
い
わ
ば
宿
命

の
女
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
物
語
の
展
開
が
選
ば
れ
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
二
年
も
の
空
白
は

生
ま
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
鷗
外
は
〈
必
然
〉
に
よ
る
完
結
の
道
を

選
ば
な
か
っ
た
。
長
い
空
白
期
間
を
経
て
〈
偶
然
〉
と
い
う
小
説
装
置
に
よ
る

唐
突
な
結
末
を
用
意
し
た
の
だ
。
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
の
か
。

注
目
し
た
い
の
は
、
小
堀
が
連
載
中
断
に
至
っ
た
原
因
を
「
持
て
あ
ま
し
た
」

と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
持
て
あ
ま
し
た
」
と
い
う
意
味
は
も
ち
ろ
ん
、

『
雁
』
と
並
行
し
て
多
様
な
創
作
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
物
理
的

事
情
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
雁
』
と
い
う
作
品
自
体
が
何
ら
か
の
困
難

さ
を
内
包
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。
金
子
幸
代
の
指
摘
す
る
、
作

品
を
執
筆
す
る
過
程
で
露
呈
し
た
「
小
説
へ
の
疑
問
や
迷
い
」
と
考
え
ら
れ
る
。

鷗
外
が
抱
え
た
困
難
や
迷
い
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。

三

美
術
史
家
の
吉
良
智
子
は
「
東
京
新
聞
」
に
連
載
し
た
「
女
が
み
る
ア
ー

ト（
（
（

」
で
、
フ
ラ
ン
ス
で
活
動
す
る
ア
メ
リ
カ
人
女
性
画
家
メ
ア
リ
ー
・
カ
サ
ッ

ト
の
『
桟
敷
席
に
て
』（
一
八
七
八
年
）
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
絵

の
構
図
は
こ
う
だ
。
パ
リ
の
オ
ペ
ラ
座
の
桟
敷
席
か
ら
オ
ペ
ラ
グ
ラ
ス
で
舞
台

を
見
つ
め
る
若
い
女
性
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
が
、
注
目
す
べ
き
は
画
面

の
左
上
に
い
る
男
性
で
あ
る
。
彼
は
舞
台
で
は
な
く
、
若
い
女
性
を
桟
敷
席
か

ら
身
を
乗
り
出
す
よ
う
に
し
て
見
て
い
る
。
女
性
が
男
性
の
「
よ
こ
し
ま
な
」

視
線
で
ま
な
ざ
さ
れ
る
、
こ
う
し
た
光
景
が
当
時
の
パ
リ
社
会
で
は
「
普
通
」

の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
吉
良
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

劇
場
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
社
交
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
集
う

高
貴
な
身
分
の
女
性
た
ち
を
、（
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
）
男
性
が
お
お
っ

ぴ
ら
に
物
色
で
き
る
場
所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
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こ
の
こ
と
は
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
女
は
〈
見
る
〉
主
体
に
は
な
り
得
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
だ
。
グ
リ
ゼ
ル
ダ
・
ポ
ロ
ッ
ク
が
「
外
の
世
界
に
出
た
女
が
無

礼
な
視
線
に
対
し
て
無
力
で
あ
る（

（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
見
る
／
見
ら
れ
る
の
関

係
に
お
い
て
、
男
は
圧
倒
的
な
優
位
に
立
っ
て
い
る
。
男
は
無
遠
慮
に
、
し
か

も
一
方
的
に
女
を
ま
な
ざ
し
、
女
は
そ
れ
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ

た
か
も
、
男
か
ら
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
で
始
め
て
そ
の
存
在
が
可
視
化
さ
れ
る

と
で
も
い
う
よ
う
に
。

こ
う
し
た
状
況
は
日
本
で
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
証
明
す
る
の
が
、

吉
良
の
紹
介
す
る
渡
辺
幽
香
「
大
日
本
帝
国
古
今
風
俗　

寸
陰
漫
稿
」
の
表
紙

絵
で
あ
る
。
外
国
人
向
け
に
制
作
さ
れ
た
日
本
の
風
俗
の
石
版
画
集
の
表
紙
に

渡
辺
幽
香
が
描
い
た
の
は
自
画
像
で
あ
る
。
渡
辺
は
厳
し
い
表
情
で
キ
ャ
ン
バ

ス
に
向
か
っ
て
い
る
。
彼
女
が
描
い
て
い
る
の
は
、
武
家
装
束
を
身
に
つ
け
た

男
性
モ
デ
ル
だ
。「「
私
は
画
家
だ
」
と
い
う
強
烈
な
自
負
と
誇
り
を
感
じ
さ
せ

る
」
と
吉
良
は
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
の
歴
史
的
な
価
値
を
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
画
家
と
し
て
の
強
い
自
己
認
識
を
持
つ
女
性
の
自
画
像
は
、

以
降
の
時
代
で
は
な
か
な
か
お
目
に
か
か
れ
な
い
。「
見
る
女
性
」
と
「
見

ら
れ
る
男
性
」
と
い
う
逆
転
し
た
関
係
性
は
、
あ
る
べ
き
近
代
社
会
か
ら

の
あ
き
ら
か
な
「
逸
脱
」
だ
。
女
性
が
職
業
画
家
と
し
て
、
男
性
モ
デ
ル

を
相
手
に
堂
々
と
渡
り
合
う
自
画
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
「
一
瞬
の
時

代
」
の
記
録
で
あ
る
。

渡
辺
が
自
画
像
を
描
い
た
の
は
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
年
）
で
あ
る
。
カ

サ
ッ
ト
と
同
時
代
の
日
本
で
も
同
様
の
状
況
が
あ
っ
た
。
女
は
男
か
ら
〈
見
ら

れ
る
〉
対
象
で
あ
っ
て
、〈
見
る
〉
主
体
に
は
な
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
渡
辺
が

男
を
モ
デ
ル
に
制
作
す
る
自
身
の
姿
を
描
い
た
意
図
は
、
男
と
女
の
関
係
性
に

お
け
る
当
た
り
前
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。

女
が
〈
見
ら
れ
る
〉
べ
き
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
は
『
雁
』
で
も
同
じ
だ
。
お

玉
が
末
造
の
妾
と
な
る
ま
で
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。
き
っ
か
け
は
「
一
人
前

の
高
利
貸
」（
肆
）
に
な
っ
た
末
造
が
、
大
学
の
小
使
い
を
し
て
い
た
当
時
、

通
勤
の
途
中
に
見
か
け
た
こ
と
の
あ
る
「
十
六
七
の
可
哀
ら
し
い
娘
」（
同
）

の
こ
と
を
思
い
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
お
玉
の
居
場
所
を
突
き
と
め
た
末
造
は
、

松
源
で
の
「
お
目
見
え
」（
同
）
の
段
取
り
を
つ
け
る
。「
あ
の
時
は
ま
だ
子
供

上
が
り
で
あ
つ
た
の
に
、
お
と
な
し
い
中
に
意
気
な
処
の
あ
る
、
震
ひ
附
き
た

い
や
う
な
顔
を
し
て
ゐ
た
」（
伍
）
と
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
末
造
は
、
久
々

に
お
玉
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。

末
造
は
は
つ
と
席
を
起
つ
た
。
そ
し
て
廊
下
に
出
て
見
る
と
、
腰
を
屈

め
て
、
曲
角
の
壁
際
に
躊
躇
し
て
ゐ
る
爺
い
さ
ん
の
背
後
に
、
怯
れ
た
様

子
も
な
く
、
物
珍
ら
し
さ
う
に
あ
た
り
を
見
て
立
つ
て
ゐ
る
の
が
お
玉
で

あ
つ
た
。
ふ
つ
く
り
し
た
円
顔
の
、
可
哀
ら
し
い
子
だ
と
思
つ
て
ゐ
た
に
、

い
つ
の
間
に
か
細
面
に
な
つ
て
、
体
も
前
よ
り
は
す
ら
り
と
し
て
ゐ
る
。

さ
つ
ぱ
り
と
し
た
銀
杏
返
し
に
結
つ
て
、
こ
ん
な
場
合
に
人
の
す
る
厚
化

粧
な
ん
ぞ
は
せ
ず
、
殆
ど
素
顔
と
云
つ
て
も
好
い
。
そ
れ
が
想
像
し
て
ゐ

た
と
は
全
く
趣
が
変
つ
て
ゐ
て
、
し
か
も
一
層
美
し
い
。
末
造
は
そ
の
姿
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を
目
に
吸
ひ
込
む
や
う
に
見
て
、心
の
内
に
非
常
な
満
足
を
覚
え
た
。（
漆
）

末
造
の
ま
な
ざ
し
は
、
性
的
対
象
と
し
て
女
を
見
る
そ
れ
で
あ
る
。「
目
に

吸
ひ
込
む
や
う
に
見
て
」
─
─
お
玉
に
浴
び
せ
ら
れ
た
末
造
の
ま
な
ざ
し
は
、

ま
さ
し
く
無
遠
慮
で
あ
る
。
こ
の
と
き
末
造
は
性
的
欲
望
の
主
体
と
な
っ
て
お

玉
を
支
配
し
て
い
る
。
父
親
の
た
め
に
妾
と
な
る
道
を
選
ん
だ
お
玉
は
、
性
的

欲
望
の
対
象
と
し
て
男
の
ま
な
ざ
し
に
晒
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

妾
と
い
う
立
場
で
い
る
限
り
、
お
玉
は
〈
見
ら
れ
る
〉
存
在
で
あ
り
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
経
験
が
お
玉
に
と
っ
て
初
め
て
で
は
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
無
遠
慮
な
ま
な
ざ
し
で
お
玉
を
見
て
い
た
男
は
、
も
う

一
人
い
る
。
お
玉
父
子
を
欺
し
、
強
引
に
婿
と
な
っ
た
「
こ
は
い
顔
の
お
ま
わ

り
さ
ん
」（
肆
）
で
あ
る
。
こ
の
男
も
ま
た
、
近
所
で
「
あ
の
子
は
あ
ん
な
好

い
器
量
で
」（
同
）
と
評
判
の
お
玉
を
性
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
ま
な
ざ
し
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
権
力
に
よ
っ
て
強
引
に
お
玉
を
わ
が
物
に
し

た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
お
玉
は
こ
れ
ま
で
絶
え
ず
男
た
ち
か
ら
「
物
色
」
さ

れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

四

だ
が
、
お
玉
は
変
貌
す
る
。〈
見
ら
れ
る
女
〉
か
ら
〈
見
る
女
〉
へ
、
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
お
玉
の
変
貌
を
促
し
た
も

の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
男
た
ち
の
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。

『
雁
』
の
語
り
手
は
、
末
造
の
妾
と
な
っ
て
か
ら
の
お
玉
の
変
化
に
つ
い
て
、

ま
ず
そ
の
美
し
さ
に
目
を
向
け
る
。
日
に
日
に
磨
か
れ
て
い
く
美
し
さ
は
、
父

親
も
驚
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ま
あ
、
な
ん
と
云
ふ
美
し
い
子
だ
ら
う
。
不
断
か
ら
自
慢
に
思
つ
て
、

貧
し
い
中
に
も
荒
い
事
を
さ
せ
ず
に
、
身
綺
麗
に
さ
せ
て
置
い
た
積
で
は

あ
つ
た
が
、
十
日
ば
か
り
見
ず
に
ゐ
る
う
ち
に
、
丸
で
生
れ
替
つ
て
来
た

や
う
で
あ
る
。
ど
ん
な
忙
し
い
暮
ら
し
を
し
て
ゐ
て
も
、
本
能
の
や
う
に
、

肌
に
垢
の
附
く
や
う
な
事
は
し
て
ゐ
な
か
つ
た
娘
で
は
あ
る
が
、
意
識
し

て
体
を
磨
く
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
き
の
ふ
け
ふ
に
比
べ
て
見
れ
ば
、
爺
い

さ
ん
の
記
憶
に
あ
る
お
玉
の
姿
は
、
ま
だ
璞
の
儘
で
あ
つ
た
。
親
が
子
を

見
て
も
、
老
人
が
若
い
も
の
を
見
て
も
、
美
し
い
も
の
は
美
し
い
。
そ
し

て
美
し
い
も
の
が
人
の
心
を
和
げ
る
威
力
の
下
に
は
、
親
だ
つ
て
、
老
人

だ
つ
て
屈
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。（
拾
壱
）

父
親
で
さ
え
驚
く
よ
う
な
変
貌
ぶ
り
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
念
願
の
お
玉
を

手
に
入
れ
た
末
造
の
驚
き
と
喜
び
が
そ
れ
以
上
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。
美
し
さ
を
増
し
た
お
玉
を
前
に
、
末
造
の
得
意
げ
な
様
子
を
語

り
手
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

一
体
お
玉
は
無
縁
坂
に
越
し
て
来
て
か
ら
、
一
日
一
日
と
美
し
く
な
る

ば
か
り
で
あ
る
。
最
初
は
娘
ら
し
い
可
哀
さ
が
気
に
入
つ
て
ゐ
た
の
だ
が
、

此
頃
は
そ
れ
が
一
種
の
人
を
魅
す
る
や
う
な
態
度
に
変
じ
て
来
た
。
末
造
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は
此
変
化
を
見
て
、
お
玉
に
情
愛
が
分
か
つ
て
来
た
の
だ
、
自
分
が
分
か

ら
せ
て
遣
つ
た
の
だ
と
思
つ
て
、
得
意
に
な
つ
て
い
る
。（
弐
拾
壱
）

お
玉
の
変
貌
は
、
確
か
に
末
造
と
い
う
男
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

末
造
に
対
す
る
「
情
愛
」
が
芽
生
え
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
語
り
手
が
断

じ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
末
造
の
自
惚
れ
に
す
ぎ
な
い
。
お
玉
が
変
わ
っ
た
の
は
、

彼
女
が
与
え
ら
れ
た
状
況
を
従
順
に
受
け
入
れ
る
、
竹
盛
天
雄
の
い
う
「
孝
の

モ
ラ
ル
に
殉
じ
る
女
性（

（
（

」
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
玉
は
知
っ

て
い
た
は
ず
だ
。
か
つ
て
そ
の
美
貌
ゆ
え
に
「
こ
は
い
顔
の
お
ま
わ
り
さ
ん
」

に
選
ば
れ
た
よ
う
に
、
末
造
も
ま
た
、
美
し
さ
ゆ
え
に
自
分
を
選
ん
だ
こ
と
を
。

お
玉
は
律
儀
で
あ
る
。
末
造
の
囲
い
者
に
な
っ
た
お
陰
で
年
老
い
た
父
親
の
生

活
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
恩
義
に
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
末
造
の
期

待
に
応
え
よ
う
と
、
よ
り
一
層
の
磨
き
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
自
分
が

妾
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
、
承
知
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。
そ
の
意
味

で
は
、
男
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
自
覚
的
だ
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
お
玉
を
語
る
と
き
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
美
し
さ
の
自
覚
が
も
た
ら
し

た
も
う
ひ
と
つ
の
変
貌
、す
な
わ
ち
〈
見
る
女
〉
へ
の
変
貌
の
方
で
あ
る
。『
雁
』

は
、
お
玉
が
男
た
ち
に
よ
っ
て
美
し
い
女
と
し
て
発
見
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
と

同
時
に
、
お
玉
が
自
身
の
美
し
さ
を
自
覚
し
、
女
と
し
て
の
価
値
に
覚
醒
す
る

物
語
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
れ
か
ら
お
玉
が
末
造
を
遇
す
る
こ
と
は
、
愈
厚
く
な
つ
て
、
お
玉
の

心
は
愈
末
造
に
疎
く
な
つ
た
。
そ
し
て
末
造
に
世
話
に
な
つ
て
ゐ
る
の
が

難
有
く
も
な
く
、
自
分
が
末
造
の
為
向
け
て
く
れ
る
事
を
恩
に
被
な
い
で

も
、
そ
れ
を
末
造
に
対
し
て
気
の
毒
が
る
に
は
及
ば
ぬ
や
う
に
感
ず
る
。

そ
れ
と
同
時
に
又
な
ん
の
躾
を
も
受
け
て
ゐ
な
い
藝
な
し
の
自
分
で
は
あ

る
が
、
そ
の
自
分
が
末
造
の
持
物
に
な
つ
て
果
て
る
の
は
惜
し
い
や
う
に

思
ふ
。（
拾
陸
）

末
造
に
対
す
る
こ
の
醒
め
た
目
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
少
な
く
と
も
、
お

玉
は
末
造
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
だ
け
の
女
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
お

玉
が
末
造
を
〈
見
て
〉
い
る
。〈
見
る
〉
主
体
は
お
玉
の
方
で
あ
っ
て
、
末
造

は
〈
見
ら
れ
る
〉
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
お
玉
が
、

こ
れ
ま
で
男
た
ち
の
性
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
一
方
的
に
値
踏
み
さ
れ
て
き
た

お
玉
が
、
末
造
と
い
う
男
を
冷
や
か
な
ま
な
ざ
し
で
値
踏
み
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
美
し
さ
と
い
う
自
身
の
価
値
を
認
識
し
た
お
玉
は
、
高
利
貸
の
妾
と
い
う

現
状
に
自
足
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。「
惜
し
い
」
─
─
こ
の
短
い

一
言
に
、
主
体
的
な
生
の
選
択
を
欲
す
る
お
玉
の
想
い
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

語
り
手
は
続
け
て
、
お
玉
の
内
心
の
声
を
明
か
し
て
み
せ
る
。

と
う
〳
〵
往
来
を
通
る
学
生
を
見
て
ゐ
て
、
あ
の
中
に
若
し
頼
も
し
い

人
が
ゐ
て
、
自
分
を
今
の
境
界
か
ら
救
つ
て
く
れ
る
や
う
に
は
な
る
ま
い

か
と
ま
で
考
へ
た
。
そ
し
て
さ
う
云
ふ
想
像
に
耽
る
自
分
を
、
忽
然
意
識

し
た
時
、
は
つ
と
驚
い
た
の
で
あ
る
。（
同
）

お
玉
は
意
志
を
持
っ
た
女
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
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ろ
う
。

五

鷗
外
は
、
明
治
四
十
二
年
一
月
「
ス
バ
ル
」
創
刊
以
降
、
再
び
旺
盛
な
創
作

活
動
を
展
開
す
る
な
か
で
、『
雁
』
に
先
立
つ
作
品
に
お
玉
と
同
じ
よ
う
に
意

志
を
持
つ
女
た
ち
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。『
半
日
』
の
奥
さ
ん
は
、
姑
と
鋭
く

対
立
し
つ
つ
、
姑
に
奪
わ
れ
て
い
る
会
計
を
譲
り
渡
す
よ
う
主
張
し
て
譲
ら
な

い
。『
青
年
』
の
坂
井
夫
人
は
〈
見
る
〉
女
で
あ
っ
た
。
彼
女
の
ま
な
ざ
し
は

主
人
公
小
泉
純
一
を
誘
惑
し
、
翻
弄
す
る
。
二
人
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
内

心
の
声
に
蓋
を
せ
ず
、
忠
実
に
従
お
う
と
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
女
た
ち
を
登
場
さ
せ
た
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
新
し
い
女
〉
の
出

現
と
無
縁
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
明
治
四
十
四
年
九
月
の
「
青
鞜
」
創
刊
以
来
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
世
間
の
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
も
多
か
っ
た
〈
新
し
い
女
〉
と
い
う
現
象
を
鷗
外
は
ど
う
見
て
い
た
の

か
。
イ
プ
セ
ン
『
人
形
の
家
』
の
ノ
ラ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
強
固
な
内
面

と
自
意
識
を
持
ち
、
主
体
的
に
自
身
の
生
を
選
び
と
ろ
う
と
す
る
女
た
ち
を
、

同
時
代
の
男
た
ち
は
必
ず
し
も
歓
迎
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
夏
目
漱
石
の
『
三

四
郎
』
で
は
、「
イ
ブ
セ
ン
の
女
」
に
擬
せ
ら
れ
た
里
見
美
禰
子
は
「
露
悪
家
」

と
評
さ
れ
、
冷
や
か
な
視
線
を
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
確

認
す
る
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
鷗
外
は
む
し
ろ
好
意
的
だ
。
明
治
四
十
五
年
六
月
、「
中
央
公
論
」

の
与
謝
野
晶
子
特
集
号
で
「
序
だ
が
晶
子
さ
ん
と
並
び
称
す
る
事
が
出
来
る
か

と
思
ふ
の
は
、
平
塚
明
子
さ
ん
だ
。
詩
の
領
分
の
作
品
は
無
い
ら
し
い
が
、
ら

い
て
う
の
名
で
青
鞜
に
書
い
て
ゐ
る
批
評
を
見
る
に
、
男
の
批
評
家
に
は
あ
れ

位
明
快
な
筆
で
哲
学
上
の
こ
と
を
書
く
人
が
一
人
も
無
い（

（
（

」
と
高
い
評
価
を
与

え
、
好
意
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。
ら
い
て
う
は
後
年
、
鷗
外
が
自
身
や
青
鞜

社
の
運
動
に
理
解
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
と
に
か
く
「
青
鞜
」

と
と
も
に
先
生
に
見
守
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
な
き
も
ち
を
あ
る
期
間

も
っ
て
い
た
も
の
で
し
た（
（（
（

」
と
回
想
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
漱
石
の
婦
人
に
対

す
る
態
度
、
そ
の
無
関
心
さ
と
、
無
理
解
さ
と
く
ら
べ
て
何
と
い
う
違
い
方
で

し
ょ
う
」
と
も
述
べ
て
い
て
、〈
新
し
い
女
〉
と
向
き
合
う
鷗
外
の
態
度
が
暖

か
さ
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
当
時
に
お
い
て
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
尾
竹
一
枝
に
請
わ
れ
「
番
紅

花
」
へ
『
サ
フ
ラ
ン
』
や
『
海
外
通
信
』
な
ど
を
寄
稿
し
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ

た
こ
と
、
上
山
草
人
の
依
頼
で
『
人
形
の
家
』
を
『
ノ
ラ
』
と
題
し
て
訳
出
し

た
こ
と
な
ど
も
、
鷗
外
の
〈
新
し
い
女
〉
に
対
す
る
共
感
を
示
す
も
の
と
し
て

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

だ
が
、
一
方
で
〈
新
し
い
女
〉
へ
の
共
感
が
『
雁
』
を
「
持
て
あ
ま
す
」
原

因
に
な
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
一
度
『
雁
』
の
結
末

の
問
題
に
戻
っ
て
み
よ
う
。

堀
場
清
子
『
青
鞜
の
時
代（
（（
（

』
は
、
平
塚
ら
い
て
う
た
ち
に
冠
さ
れ
た
「
新
し

き
女
」
と
は
「
従
来
の
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
女
の
〝
総
称
〟
だ
っ
た
」
と
い
う
。

〈
新
し
い
女
〉
を
語
る
と
き
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
い
う
べ
き
「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」。

こ
れ
こ
そ
、『
雁
』
の
結
末
に
つ
い
て
鷗
外
を
悩
ま
せ
た
も
の
の
正
体
だ
っ
た
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の
で
あ
る
。

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル（

（（
（

』
に
よ
れ
ば
、
男
に

と
っ
て
女
が
不
都
合
な
存
在
と
な
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　

欲
望
を
持
つ
男
の
主
体
に
と
っ
て
ト
ラ
ブ
ル
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
る

の
は
、
女
と
い
う
「
対
象
」
が
ど
う
し
た
わ
け
か
こ
ち
ら
の
ま
な
ざ
し
を

見
返
し
た
り
、
視
点
を
逆
転
さ
せ
た
り
、
男
の
立
場
や
権
威
に
歯
向
か
っ

た
り
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
女
と
い
う
「
対
象
」
が
男
の
領
域
に
突
然
に
侵

入
す
る
と
き
、
つ
ま
り
予
期
し
な
い
行エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

為
体
と
な
る
と
き
で
あ
る
。

「
男
の
立
場
や
権
威
に
歯
向
か
っ
た
り
し
」
て
「
男
の
領
域
に
突
然
侵
入
す

る
」
行
為
、
堀
場
の
評
言
を
借
り
れ
ば
「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」
を
許
容
す
る
と
、

ど
の
よ
う
な
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

が
『
半
日
』
で
あ
る
。

『
半
日
』
の
奥
さ
ん
は
、
バ
ト
ラ
ー
の
い
う
「
予
期
し
な
い
行
為
体
」
と
な
っ

て
高
山
博
士
を
困
惑
さ
せ
、
苦
し
め
る
。
奥
さ
ん
の
異
端
性
が
顕
著
に
現
れ
て

い
る
の
が
、
性
的
存
在
と
し
て
の
女
に
自
己
同
一
性
を
求
め
て
い
る
こ
と
だ
。

家
庭
内
で
の
役
割
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
奥
さ
ん
は
嫁
・
妻
・
母
と
し
て
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
姑
を
「
あ
ん
な
人
」
と
し
か
呼
ば
な
い
奥

さ
ん
に
嫁
と
し
て
の
自
覚
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
奥
さ
ん
に
は

母
と
い
う
意
識
も
欠
落
し
た
こ
と
は
小
森
陽
一
「
核
家
族
小
説
と
し
て
の
『
半

日（
（（
（

』」
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

奥
さ
ん
は
娘
時
代
か
ら
美
人
の
誉
れ
が
高
い
。「
お
稽
古
に
行
く
」
こ
と
を

強
く
望
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
嫁
・
妻
・
母
と
し
て
よ
り
も
、
女
と
い
う
性
的

存
在
と
し
て
社
会
か
ら
認
知
さ
れ
た
い
と
い
う
内
的
欲
求
の
現
れ
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
奥
さ
ん
は
女
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一
義
的
に
生
き
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
高
山
家
の
家
庭
内
秩
序
を
乱
し
、
し
ば
し

ば
軋
轢
を
生
む
原
因
と
な
っ
て
い
た
。
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て

い
た
当
時
の
社
会
状
況
に
お
い
て
は
、『
半
日
』
の
奥
さ
ん
は
「
制
度
の
枠
組

か
ら
は
み
出
し
て
」
お
り
、「
男
性
に
は
理
解
し
難
い
女
人
で
あ
っ
た（

（（
（

」
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

高
山
博
士
は
、
そ
う
し
た
奥
さ
ん
に
ど
う
対
処
し
て
い
た
か
。
奥
さ
ん
が
直

接
的
に
対
峙
す
べ
き
な
の
は
姑
で
あ
っ
て
、
高
山
博
士
で
は
な
い
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
奥
さ
ん
が
要
求
し
て
い
る
の
は
、
姑
が
握
っ
て
離
さ
な
い
家
政

の
実
権
、
つ
ま
り
は
会
計
の
譲
渡
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
山
の
妻
と
し
て
、
一
家

の
主
婦
と
し
て
当
然
の
要
求
と
も
い
え
る
。
姑
に
比
べ
て
上
手
く
予
算
が
立
て

ら
れ
な
い
と
い
う
理
屈
で
拒
否
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
と
の

性
質
か
ら
だ
け
判
断
す
れ
ば
、
奥
さ
ん
と
母
親
の
対
立
は
、
家
庭
内
に
お
け
る

い
わ
ば
女
同
士
の
権
力
闘
争
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
奥
さ
ん
の
逸
脱
は
家

庭
内
の
問
題
に
留
ま
る
も
の
で
、
高
山
に
と
っ
て
深
刻
な
事
態
と
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
奥
さ
ん
は
、
嫁
姑
の
い
さ
か
い
に
決
着
を
つ
け
ら
れ
な
い

夫
に
対
し
て
徹
底
し
た
攻
撃
の
刃
を
向
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
容
赦
の
な

い
指
弾
を
す
れ
ば
、
自
分
か
ら
結
婚
生
活
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
の
を
知
っ

て
い
た
か
ら
だ
。

若
し
夫
を
持
ち
更
へ
て
、
そ
の
男
が
博
士
よ
り
嫌
で
あ
つ
た
ら
、
ど
う
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し
よ
う
と
思
ふ
。
二
度
目
で
は
大
学
教
授
位
の
位
地
の
人
を
夫
に
持
つ
こ

と
は
む
つ
か
し
い
か
も
知
れ
ぬ
と
も
思
ふ
。

奥
さ
ん
は
『
人
形
の
家
』
の
ノ
ラ
の
よ
う
に
家
庭
を
捨
て
る
ま
で
の
覚
悟
は

持
っ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
家
庭
内
で
嫁
と
姑
と
の
間
の
新
し
い
秩
序
の
構
築

を
要
求
し
て
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
奥
さ
ん
は
脅
威
と

な
る
よ
う
な
「
行
為
体
」
と
ま
で
は
い
え
ず
、〈
新
し
い
女
〉
と
見
る
の
は
必

ず
し
も
正
確
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け
で
は
済
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
高
山
の
立
場

か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
要
求
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
男
の
権
威
を

侵
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
家
父
長
的
な
価
値
基
準
に
則
せ
ば
、
家
庭
内
を

統
治
で
き
な
い
高
山
は
、
家
長
と
し
て
の
不
適
格
性
を
証
明
さ
れ
た
に
等
し
い

状
況
に
あ
っ
た
の
だ
。「
一
体
お
れ
の
妻
の
や
う
な
女
が
又
と
一
人
あ
る
だ
ら

う
か
。（
中
略
）
孝
と
い
ふ
や
う
な
固
ま
つ
た
概
念
の
あ
る
国
に
、
夫
に
対
し

て
姑
の
事
を
あ
ん
な
風
に
云
っ
つ
て
何
と
も
思
は
ぬ
女
が
ど
う
し
て
出
来
た
の

か
」
と
嘆
く
し
か
な
い
高
山
は
無
力
で
あ
る
。

し
か
も
孝
明
天
皇
祭
の
こ
の
日
、
妻
に
「
孝
」
で
あ
る
こ
と
を
切
望
す
る
高

山
が
、
孝
明
天
皇
祭
へ
の
参
内
を
取
り
や
め
る
と
い
う
「
不
孝
」
を
選
択
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
己
矛
盾
を
犯
す
。
私
的
領
域
に
留
め
て
お
く
べ
き
問
題
が

公
的
領
域
を
浸
食
す
る
こ
う
し
た
事
態
を
招
い
た
原
因
が
、
同
時
代
の
規
範
を

逸
脱
し
、
女
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
第
一
義
と
す
る
奥
さ
ん
の
価
値
観

に
端
を
発
し
て
い
た
以
上
、
奥
さ
ん
の
存
在
は
高
山
に
深
刻
な
不
都
合
を
も
た

ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

六

『
雁
』
の
場
合
は
ど
う
か
。
岡
田
の
理
想
と
す
る
女
に
つ
い
て
、
こ
う
説
明

さ
れ
て
い
た
。

女
と
云
ふ
も
の
は
岡
田
の
た
め
に
は
、
只
美
し
い
物
、
愛
す
べ
き
物
で

あ
つ
て
、
ど
ん
な
境
遇
に
も
安
ん
じ
て
、
そ
の
美
し
さ
、
愛
ら
し
さ
を
護

持
し
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
た
。（
参
）

岡
田
に
と
っ
て
女
は
〈
見
ら
れ
る
〉
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、

お
玉
は
〈
見
る
〉
主
体
に
変
貌
し
て
い
た
。
岡
田
は
お
玉
に
発
見
さ
れ
て
以
降
、

お
玉
か
ら
〈
見
ら
れ
る
〉
存
在
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。
お
玉
の
行
為
は
岡
田
の
掲
げ
る
規
範
か
ら
す
で
に
逸

脱
し
て
い
る
。
お
玉
は
蛇
を
退
治
し
て
も
ら
っ
た
日
、「
こ
れ
ま
で
目
で
会
釈

し
た
事
し
か
無
い
岡
田
と
親
し
く
話
を
し
た
為
め
に
、
自
分
の
心
持
が
、
我
な

が
ら
驚
く
程
急
激
に
変
化
し
て
来
た
の
を
感
じ
た
」（
弐
拾
）
と
い
う
。
そ
し

て
岡
田
が
「
こ
れ
ま
で
只
欲
し
い
物
で
あ
つ
た
が
、
今
や
忽
ち
変
じ
て
買
ひ
た

い
物
に
な
つ
た
の
で
あ
る
」（
同
）
と
告
白
し
て
い
る
。
お
玉
に
と
っ
て
岡
田
は
、

こ
れ
ま
で
の
人
生
を
精
算
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
巡
査
に

欺
さ
れ
た
過
去
を
持
ち
、
妾
の
身
に
甘
ん
じ
て
い
る
お
玉
か
ら
す
れ
ば
、
岡
田

を
「
買
ひ
た
い
」
と
い
う
想
い
を
抱
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
上
野
千

鶴
子
は
「
社
会
移
動
の
激
し
い
近
代
化
の
時
代
に
は
、
学
歴
を
武
器
に
「
出
世
」
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が
で
き
る
男
た
ち
に
対
し
て
、
結
婚
は
、
女
性
が
階
層
帰
属
を
え
ら
び
な
お
す

生
涯
で
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た（

（（
（

」
と
指
摘
す
る
。
岡
田
へ
の
ま
な
ざ
し
に

は
、
い
ま
の
境
涯
か
ら
の
脱
出
を
願
う
必
死
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
想

像
で
き
る
。

実
は
こ
の
日
、
岡
田
の
方
に
も
変
化
が
訪
れ
て
い
た
。「
僕
」
の
目
が
捉
え

た
岡
田
は
普
段
と
は
ち
が
っ
て
い
た
。「
何
か
考
へ
込
ん
で
ゐ
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
」（
拾
捌
）
─
─
。
模
範
生
岡
田
の
心
が
、
お
玉
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ

て
揺
れ
出
し
た
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
お
玉
の
誘
惑
に
身
を
委
ね
て

い
た
ら
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

岡
田
の
規
範
は
岡
田
一
人
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
ま
ま
近
代
国
家
建
設
を

急
ぐ
国
家
の
規
範
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
公
的
な
目
標
の
み
に
生
き
、
私
的

な
目
標
を
排
除
す
る
こ
と
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
岡
田
が
、
お
玉
の
誘

惑
に
従
っ
て
私
的
な
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ

れ
は
取
り
も
直
さ
ず
公
的
な
領
域
か
ら
退
場
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
知
的
エ
リ
ー
ト
の
道
を
歩
ん
で
き
た
岡
田
が
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
は
い
う

ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

が
、
し
か
し
…
…
。
お
玉
の
欲
望
を
不
当
な
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と

は
で
き
る
の
か
。
岡
田
自
身
の
手
で
お
玉
の
可
能
性
を
封
印
さ
せ
て
し
ま
っ
て

い
い
の
か
。
鷗
外
の
迷
い
は
そ
こ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。〈
新
し
い

女
〉
の
登
場
に
共
感
し
理
解
を
示
し
て
い
た
鷗
外
に
、
少
な
か
ら
ず
た
め
ら
い

が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。「
青
魚
の
未
醤
煮
」
の
〈
偶
然
〉
は
、

鷗
外
が
迷
い
の
な
か
か
ら
見
つ
け
出
し
た
窮
余
の
一
策
に
見
え
て
く
る
の
だ
。

そ
れ
で
も
な
お
鷗
外
の
迷
い
は
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

鷗
外
は
、
岡
田
が
去
っ
た
後
を
想
像
さ
せ
る
「
物
語
の
範
囲
外
」
の
物
語
を
示

唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
玉
の
欲
望
を
完
全
に
葬
り
去
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。「
範
囲
外
」
の
物
語
で
何
が
あ
っ
た
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

あ
え
て
未
完

0

0

に
終
わ
ら
せ
る
こ
と
で
、
お
玉
を
「
救
抜
」
し
た
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
誰
よ
り
も
心
が
揺
れ
て
い
た
の
は
鷗
外
自
身
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
。

〈
注
〉

（
（
）
金
子
幸
代
『
鷗
外
と
〈
女
性
〉』、
大
東
出
版
社
、
平
成
（
年
（
月
。

（
（
）
小
堀
桂
一
郎
『
森
鷗
外
─
文
業
解
題
（
創
作
篇
）』、
岩
波
書
店
、
昭
和
（（
年
（
月
。

（
（
）
竹
盛
天
雄
『
鷗
外　

そ
の
文
様
』、
小
沢
書
店
、
昭
和
（（
年
（
月
。

（
（
）（
（
）
同
前
。

（
（
）
吉
良
智
子
「
女
が
み
る
ア
ー
ト
」「
東
京
新
聞
」
夕
刊
、
平
成
（（
年
（
月
（
日
～
（
月
（0

日
。

（
（
）
グ
リ
ゼ
ル
ダ
・
ポ
ロ
ッ
ク
『
視
線
と
差
異
─
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
で
読
む
美
術
史
』（
萩
原
弘

子
訳
）、
新
水
社
、
平
成
（0
年
（
月
。

（
（
）（
（
）に
同
じ
。

（
（
）「
与
謝
野
晶
子
さ
ん
に
就
い
て
」『
中
央
公
論
』、
明
治
（（
年
（
月
。

（
（0
）
平
塚
ら
い
て
う
「
鷗
外
先
生
に
つ
い
て
」「
文
学
散
歩
」、
昭
和
（（
年
（0
月
。

（
（（
）
堀
場
清
子
『
青
鞜
の
時
代
』、
岩
波
新
書
、
昭
和
（（
年
（
月
。

（
（（
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
─
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
竹
村
和
子
訳
）、
青
土
社
、
平
成
（（
年
（
月
。

（
（（
）
小
森
陽
一
「
核
家
族
小
説
と
し
て
の
『
半
日
』」『
森
鷗
外
研
究　

（
』、
平
成
（
年
（
月
。

（
（（
）
山
崎
一
穎
『
森
鷗
外　

明
治
人
の
生
き
方
』、
ち
く
ま
新
書
、
平
成
（（
年
（
月
。

（
（（
）
上
野
千
鶴
子
『
近
代
家
族
の
成
立
と
終
焉
』、
岩
波
書
店
、
平
成
（
年
（
月
。


