
明
治
文
学
に
お
け
る
∧
浦
島
説
話
V
の
再
生

　
　
　
ー
露
伴
、
鴎
外
、
適
遙
を
中
心
に
ー
　
　
（
こ

小

倉

斉

明
治
の
文
学
者
た
ち
と
∧
浦
島
説
話
∨
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〈
明
治
の
文
学
史
で
回
顧
さ
れ
る
三
人
の
何
か
の
形
で
大
き
い
作
家
は
、
つ
ひ
に
こ
の
国
民
の
伝
説
人
物
を
彼
ら
の
文
芸
の
外
に
お
か
な

か
つ
た
。
さ
う
し
て
彼
ら
は
浦
島
太
郎
を
描
い
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
あ
る
程
度
彼
ら
の
詩
人
と
し
て
の
真
価
を
競
演
し
た
感
じ
も
す
る
〉
（
「
仙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

人
記
録
」
ー
『
民
族
と
文
芸
』
ぐ
う
り
あ
・
そ
さ
え
て
、
一
九
四
一
・
九
）
と
述
べ
た
の
は
、
保
田
與
重
郎
で
あ
っ
た
。
保
田
の
言
う
〈
国

民
の
伝
説
人
物
〉
〈
浦
島
太
郎
〉
を
描
い
た
作
品
と
は
、
幸
田
露
伴
の
「
新
浦
島
」
（
「
国
会
』
一
八
九
五
・
一
・
三
～
一
・
三
〇
）
、
森
鴎
外

の
『
玉
筐
爾
浦
喚
』
（
歌
舞
伎
発
行
所
、
一
九
〇
二
・
一
二
）
、
坪
内
適
遙
の
『
新
曲
浦
島
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
〇
四
・
一
こ

の
こ
と
で
あ
る
。
保
田
は
〈
明
治
の
代
表
的
傾
向
の
三
人
の
作
者
が
各
々
浦
島
を
描
い
た
の
は
興
味
深
い
。
今
日
の
作
者
に
は
か
・
る
勇
気

が
な
い
か
ら
で
あ
る
〉
と
も
述
べ
て
い
る
。
浦
島
を
描
く
こ
と
が
な
ぜ
〈
勇
気
〉
の
あ
る
こ
と
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
べ
露
伴
、
鴎
外
、

遣
遙
が
そ
ろ
っ
て
浦
島
説
話
を
題
材
と
し
て
作
品
を
書
い
た
こ
と
は
、
単
な
る
偶
然
の
一
致
と
は
考
え
に
く
く
、
確
か
に
興
味
深
い
事
実
で

あ
る
。
し
か
も
、
明
治
期
に
発
表
さ
れ
た
他
の
作
品
の
中
に
も
浦
島
説
話
に
材
を
得
て
書
か
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
と
い
う
事
実

に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
明
治
文
学
に
お
け
る
∧
浦
島
説
話
V
の
再
生
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
典
型
と
し
て
露
伴
、
鴎
外
、
遣
遙
を
取
り
上
げ
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る
こ
と
は
、
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
風
籟
子
の
『
轄
黒
貝
夢
物
語
』
（
風
籟
全
。
、
天
八
〇
．
5
）
は
太
平
洋
下
の
理
想
境
た
る
警
城
に
里
…
貝
（
国
会
の

も
じ
り
）
制
度
の
整
っ
た
理
想
社
会
が
あ
る
、
と
い
う
S
F
的
政
治
小
説
で
あ
る
。
あ
る
日
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
本

を
読
ん
で
い
た
風
籟
子
は
、
新
旧
時
代
の
交
替
の
空
し
さ
を
憤
り
嘆
き
、
欝
欝
と
し
て
煩
悶
に
た
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
何
か
心
を
安
ら

げ
る
も
の
は
な
い
か
と
あ
た
り
を
見
回
し
、
眼
に
入
っ
た
の
が
浦
島
太
郎
の
古
写
本
。
さ
っ
そ
く
読
み
始
め
る
と
、
つ
い
つ
い
物
語
の
面
白

さ
に
引
き
込
ま
れ
、
自
分
も
亀
の
背
中
に
乗
っ
て
龍
宮
城
へ
行
っ
て
み
た
い
も
の
だ
な
ど
と
、
た
わ
い
も
な
い
こ
と
を
考
え
始
め
た
。
や
が

て
、
ハ
ッ
と
気
が
付
い
て
み
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
見
知
ら
ぬ
浜
辺
に
立
っ
て
い
る
。
す
っ
か
り
途
方
に
暮
れ
て
い
る
と
、
そ
こ
に
現
れ
た

の
は
浦
島
太
郎
。
風
籟
子
が
、
ぜ
ひ
龍
宮
城
を
見
学
さ
せ
て
欲
し
い
と
頼
む
と
、
太
郎
は
彼
を
太
平
洋
の
底
に
あ
る
夢
想
国
の
首
府
豚
犬
に

案
内
し
て
く
れ
た
。
龍
宮
城
は
こ
の
豚
犬
に
あ
る
と
い
う
。
豚
犬
の
町
を
歩
い
た
風
籟
子
は
、
町
の
様
子
が
噂
に
聞
い
て
い
た
龍
宮
城
と
は

ず
い
ぶ
ん
違
う
こ
と
に
戸
惑
う
。
道
の
両
脇
に
は
ガ
ス
燈
が
立
ち
並
び
、
レ
ン
ガ
敷
き
の
道
に
は
人
力
車
が
走
り
、
鉄
の
レ
ー
ル
の
上
を
汽

車
が
走
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
文
明
開
化
の
波
に
洗
わ
れ
て
い
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
長
い
間
太
平
の
夢
を
む
さ

ぼ
っ
て
い
た
こ
の
夢
想
国
に
外
国
船
が
訪
れ
、
開
国
を
迫
っ
た
の
は
数
年
前
の
こ
と
。
そ
の
結
果
、
王
政
復
古
が
実
現
し
、
夢
想
国
の
新
時

代
が
始
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
き
わ
め
て
単
純
な
ス
ト
ー
リ
ー
な
が
ら
、
当
時
の
日
本
を
コ
ピ
ー
し
た
夢
想
国
を
通
し
て
当
時
の
政
治
．
社

会
を
徹
底
的
に
風
刺
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
幸
堂
得
知
の
『
浦
島
次
郎
蓬
莱
噺
』
（
春
陽
堂
、
一
八
九
一
・
一
二
）
は
、
浦
島
説
話
を
転
用
し
て
浮
世
の
欲
を
説
き
、
蓬

莱
に
場
を
借
り
て
欲
界
の
茶
番
を
描
き
な
が
ら
、
西
南
戦
争
を
背
景
と
し
て
〈
黄
金
の
外
に
蓬
莱
な
し
〉
と
い
う
落
ち
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
仮
名
垣
魯
文
に
は
「
三
条
の
教
憲
」
（
一
八
七
二
・
四
、
教
部
省
発
令
）
の
趣
旨
普
及
を
め
ざ
し
た
宣
伝
文
学
と
も
言
う
べ
き

『
纂
蛸
入
道
魚
説
教
』
（
存
誠
閣
、
一
八
七
二
．
六
）
が
あ
る
。
こ
の
作
。
叩
は
、
警
王
が
、
文
明
開
化
の
時
勢
に
か
ん
が
み
、
龍
｛
呂
界
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も
文
明
開
化
に
進
む
べ
き
だ
と
魚
類
に
訓
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

　
　
汝
等
聞
か
ず
や
方
今
人
間
界
六
大
洲
中
の
各
国
競
ひ
て
旧
弊
を
一
洗
し
文
運
を
隆
盛
に
し
理
学
を
研
究
し
政
令
を
改
革
し
発
明
を
一
新

　
　
し
文
明
開
化
の
域
に
臨
み
君
民
一
和
し
て
国
を
護
り
知
覚
を
ひ
ら
き
知
識
を
博
め
従
事
に
進
歩
の
最
中
と
聞
け
り
抑
我
浮
漂
の
洲
遠
く

　
　
人
界
を
隔
て
深
く
海
底
に
自
立
し
人
倫
魚
瞥
…
の
異
る
あ
れ
パ
所
謂
局
外
中
立
の
方
を
守
り
て
人
界
の
開
化
を
高
海
で
見
物
せ
ん
に
豊
妨

　
　
げ
の
有
る
べ
か
ら
ん
と
ハ
思
へ
ど
も
（
中
略
）
殊
更
南
に
太
平
洋
西
に
大
西
洋
の
二
大
海
あ
り
其
海
底
の
各
龍
王
疾
く
も
人
界
の
開
化

　
　
を
聞
知
り
各
龍
洲
に
古
随
を
改
め
海
化
に
進
む
時
に
至
り
我
浮
漂
洲
の
み
安
閑
と
海
中
に
孤
立
せ
パ
版
図
忽
地
隣
境
に
併
合
ら
れ
な
ん

　
　
こ
と
必
せ
り

　
こ
の
訓
示
に
よ
っ
て
魚
類
は
開
化
の
道
を
開
く
べ
く
努
め
る
と
い
う
わ
け
だ
が
、
結
局
こ
の
作
品
は
、
初
篇
の
み
の
刊
行
で
、
二
、
三
篇

は
予
告
さ
れ
た
も
の
の
未
完
に
終
わ
っ
た
。

　
以
上
挙
げ
た
例
は
、
い
さ
さ
か
安
直
に
浦
島
説
話
を
転
用
し
た
き
ら
い
は
あ
る
が
、
開
化
期
の
日
本
を
龍
宮
に
見
立
て
る
意
識
の
中
に
、

当
時
の
人
々
の
時
代
認
識
の
一
端
を
み
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
島
崎
藤
村
は
『
落
梅
集
』
（
春
陽
堂
、
一
九
〇
一
・
八
）
第
四
篇
の
二
番
目
に
「
浦
島
」
と
題
し
た
詩
を
収
め
、
人
界
に
来

て
浦
島
と
生
活
す
る
乙
姫
、
激
し
い
情
熱
に
支
え
ら
れ
た
強
い
意
志
を
持
つ
乙
姫
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
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浦
島
の
子
と
そ
い
ふ
な
る

遊
ぶ
べ
く
海
辺
に
出
で
て

釣
す
べ
く
岩
に
上
り
て

長
き
日
を
糸
垂
れ
暮
す
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流
れ
藻
の
青
き
葉
陰
に

隠
れ
寄
る
魚
か
と
ば
か
り

手
を
延
べ
て
水
を
出
で
た
る

う
ら
わ
か
き
処
女
の
ひ
と
り

36

名
の
れ
く
奇
し
き
処
女
よ

わ
だ
つ
み
に
住
め
る
処
女
よ

思
ひ
き
や
水
の
中
に
も

黒
髪
の
魚
の
あ
り
と
は

か
の
処
女
嘆
き
て
言
へ
る

わ
れ
は
こ
れ
潮
の
児
な
り

わ
だ
つ
み
の
神
の
む
す
め
の

乙
姫
と
い
ふ
は
わ
れ
な
り

竜
の
宮
荒
れ
な
ば
荒
れ
ね

捨
て
・
来
て
海
へ
は
入
ら
じ



あ
・
君
の
胸
に
の
み
こ
そ

け
ふ
よ
り
は
住
む
べ
か
り
け
れ
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人
界
に
来
て
浦
島
と
生
活
す
る
乙
姫
、
と
い
う
設
定
は
、
す
で
に
近
松
門
左
衛
門
の
『
浦
島
年
代
記
』
に
現
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
浦

島
年
代
記
』
の
場
合
は
〈
一
度
我
名
を
現
し
て
は
、
此
土
に
て
は
人
間
の
交
り
は
叶
は
ず
〉
と
結
局
龍
宮
へ
帰
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
藤
村

の
場
合
は
〈
竜
の
宮
荒
れ
な
ば
荒
れ
ね
〉
と
龍
宮
を
捨
て
て
浦
島
と
の
愛
情
に
の
み
生
き
よ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
、
自
ら
の
意
志
で
自
ら
の

道
を
選
び
他
を
顧
み
な
い
強
い
乙
姫
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
た
と
え
幸
福
で
あ
っ
て
も
所
詮
夢
幻
で
し
か
な
い
仙
境
を
否
定
し
、

苦
し
く
と
も
こ
の
現
実
の
社
会
で
愛
を
貫
く
こ
と
を
貴
し
と
す
る
藤
村
の
恋
愛
観
の
一
端
が
現
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
『
竹
取
物
証
巴
や
羽
衣
伝
説
な
ど
の
古
来
か
ら
の
他
界
に
あ
き
た
ら
ず
、
現
実
界
を
支
配
す
る
美
妙
の
想
界
、
神
と
大
魔
王
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ね

が
争
う
大
世
界
を
望
ん
で
い
た
北
村
透
谷
は
、
そ
の
日
記
「
透
谷
子
漫
録
摘
集
」
（
星
野
天
知
編
『
透
谷
全
集
」
文
武
堂
発
行
．
博
文
館
発

売
、
一
九
〇
二
・
一
〇
）
の
一
八
九
〇
（
明
治
2
3
）
年
八
月
四
日
の
項
で
〈
西
行
伝
成
り
た
ら
ば
「
再
来
浦
島
」
こ
そ
其
次
ぎ
に
取
懸
る
べ

き
も
の
な
ら
め
、
第
一
来
着
。
第
二
世
の
変
遷
。
第
三
今
の
恋
昔
の
恋
。
第
四
古
往
今
来
の
小
歴
史
。
（
中
略
）
「
再
来
浦
島
」
は
明
年
を
以

て
成
り
〉
と
記
し
、
ま
た
同
じ
く
八
月
十
三
日
の
項
で
は
〈
「
浦
島
」
浦
島
は
奇
異
な
る
生
涯
を
送
れ
る
者
な
り
、
釣
に
往
き
て
む
す
び
く

ひ
け
る
時
魚
か
・
り
て
あ
は
て
ふ
た
め
き
む
す
び
投
げ
捨
て
・
け
る
お
か
し
さ
よ
、
魚
も
得
ず
む
す
び
ハ
す
て
る
お
ろ
か
さ
よ
、
魚
は
逃
げ

む
す
び
は
砂
に
達
磨
様
云
々
〉
と
も
記
し
、
浦
島
説
話
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
示
し
て
い
る
。
作
品
と
し
て
結
実
し
な
か
っ
た
以
上
、
こ

と
さ
ら
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
だ
が
、
嵯
峨
の
屋
お
む
ろ
の
「
夢
幻
境
」
に
言
及
し
つ
つ
、
〈
我
邦
理
想
詩
人
の
前
途
堂
に
惜
然

な
ら
ざ
ら
ん
や
〉
（
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
ー
『
国
民
之
友
」
一
八
九
二
・
一
〇
・
＝
二
、
一
〇
・
二
三
）
と
述
べ
、
や
が
て
〈
想
世
界
と

実
世
界
と
の
争
戦
〉
（
「
厭
世
詩
家
と
女
性
」
ー
『
女
学
雑
誌
一
一
八
九
二
・
二
・
六
、
二
・
二
〇
）
を
宣
言
す
る
透
谷
が
、
現
実
界
と
は
異
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な
る
想
世
界
を
想
定
し
つ
つ
浦
島
説
話
へ
の
関
心
を
示
し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。

　
こ
こ
に
挙
げ
た
例
は
、
明
治
期
の
文
学
者
た
ち
に
と
っ
て
浦
島
説
話
あ
る
い
は
浦
島
的
な
る
も
の
が
看
過
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ

と
を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る
。
明
治
文
学
あ
る
い
は
日
本
の
近
代
文
学
の
誕
生
期
に
お
い
て
示
さ
れ
た
浦
島
太
郎
あ
る
い
は
浦
島
説
話
の
再

生
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。

　
先
走
り
し
て
言
え
ば
、
明
治
文
学
は
そ
の
精
神
世
界
の
内
部
に
∧
超
越
的
な
る
も
の
∨
を
呼
び
込
も
う
と
し
て
蓬
莱
1
1
神
仙
世
界
を
蘇
ら

せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
天
上
観
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
仏
教
的
な
地
獄
・
極
楽
の

他
界
観
に
も
同
調
で
き
な
か
っ
た
∧
精
神
∨
が
〈
土
俗
と
し
て
、
何
か
大
そ
う
な
力
で
個
人
の
血
の
生
理
の
中
に
さ
へ
〉
（
保
田
與
重
郎
「
仙

人
記
録
」
）
染
み
着
い
て
お
り
、
民
族
の
深
層
に
あ
る
山
中
他
界
・
海
中
他
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
が
明
治
文
学
の
大
家
三

人
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
浦
島
説
話
の
再
生
に
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
透
谷
は
『
蓬
莱
曲
』
（
養
真
堂
、
一
八
九
一
・
五
）
の
序
に
お
い
て
〈
蓬
莱
山
は
大
東
に
詩
の
精
を
近
発
す
る
、
千
古
不
変
の
泉
源
を
置

け
り
、
田
夫
も
之
に
対
し
て
は
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ヨ
ン
を
感
じ
、
学
童
も
之
に
対
し
て
詩
人
と
な
る
、
余
も
亦
た
彼
等
と
同
じ
く
蓬
莱
嶽
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

対
す
る
詩
人
と
な
れ
る
こ
と
久
し
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、
蓬
莱
山
が
内
的
自
我
の
世
界
、
想
世
界
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ

し
て
、
山
中
他
界
観
を
べ
．
ー
ス
と
し
た
神
仙
世
界
を
舞
台
に
し
て
、
イ
ン
ス
ピ
レ
イ
シ
ョ
ン
を
感
じ
、
詩
人
と
し
て
相
対
し
て
い
こ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
、
明
治
の
文
学
者
達
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
無
意
識
下
の
∧
他
界
観
∨
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
現
れ
て
も
い
る
の
だ
。

　
明
治
維
新
を
考
え
る
と
き
、
革
新
が
復
古
で
あ
り
、
復
古
が
そ
の
ま
ま
革
新
で
あ
る
と
い
う
理
念
の
下
に
推
し
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
を

無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
現
実
の
政
治
や
社
会
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
と
き
、
文
学
の
世
界
で
は
現
実
世
界
か
ら

想
世
界
へ
の
退
却
が
行
わ
れ
、
内
的
な
自
我
と
か
恋
愛
と
い
っ
た
∧
超
越
的
な
も
の
∨
が
希
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
透
谷
は
そ
う
し
た
∧
超

越
的
な
も
の
V
を
激
し
く
希
求
し
た
文
学
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
蓬
莱
・
神
仙
世
界
と
い
う
意
匠
を
ま
と
っ
て
実
現
さ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
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い
。
革
新
1
1
復
古
と
い
う
明
治
維
新
の
理
念
が
想
世
界
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
典
型
が
透
谷
だ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

　
明
治
文
学
の
《
他
界
観
∨
が
明
治
以
前
の
日
本
人
の
精
神
世
界
と
連
続
し
た
線
上
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
時
に
最
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
∧
霊
の
行
方
の
安
定
（
シ
ヅ
マ
リ
）
V
を
そ
の
国
学
の
基
礎
に
据
え
た
平
田
篤
胤
な
ど
の
考
え
方
だ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
〈
日
本
の
近
代
を
特
徴
づ
け
る
出
来
事
の
ひ
と
つ
は
、
外
国
と
い
う
か
た
ち
の
強
力
な
空
間
的
異
界
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
〉
と
す
る

百
川
敬
仁
は
、
江
戸
末
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
異
界
の
喪
失
の
危
機
と
復
活
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
江
戸
期
に
は
大
衆
の
生
活
の
次
元
で
民
俗
的
想
像
力
の
伝
統
に
も
と
つ
い
て
、
都
市
に
も
村
に
も
小
規
模
な
空
間
的
異
界
が
「
川
向
こ

　
　
う
」
や
「
近
隣
の
山
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
存
続
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
う
し
た
大
衆
の
共
同
心
性
を
す
く
い
上
げ
思
想
化
し
よ
う
と

　
　
す
る
試
み
は
篤
胤
な
ど
を
別
と
し
て
一
般
的
に
は
見
当
た
ら
ず
、
都
市
化
が
進
行
す
る
過
程
で
異
界
が
内
面
化
・
時
間
化
し
、
大
勢
と

　
　
し
て
異
界
そ
の
も
の
は
衰
微
に
向
か
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
（
中
略
）

　
　
　
し
か
し
こ
の
段
階
で
、
外
国
の
圧
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
開
国
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
民
族
の
精
神
的
な
外
傷
体
験

　
　
に
も
比
定
さ
れ
る
こ
の
出
来
事
（
岸
田
秀
『
黒
船
幻
想
』
一
九
八
⊥
ハ
年
、
ト
レ
ヴ
ィ
ル
）
は
、
つ
ま
り
日
本
が
民
族
国
家
と
し
て
初
め

　
　
て
「
外
部
」
あ
る
い
は
他
者
に
出
会
っ
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
欧
米
の
列
強
各
国
を
異
界
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た

　
　
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
て
一
度
は
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
異
界
が
、
い
ま
や
外
国
と
い
う
空
間
的
異
界
の
姿
を
と
っ
て
ー
や
が
て
多
く

　
　
の
問
題
が
生
じ
る
ゆ
え
ん
だ
が
ー
息
を
吹
き
返
し
た
の
で
あ
る
。
（
『
「
物
語
」
と
し
て
の
異
界
』
砂
子
屋
書
房
、
一
九
九
〇
・
一
）

　
こ
の
後
百
川
は
、
近
代
に
お
い
て
「
新
国
学
」
の
建
設
を
く
わ
だ
て
、
平
田
篤
胤
の
あ
と
を
継
ぐ
か
た
ち
で
一
貫
し
て
民
俗
的
異
界
の
問

題
に
執
着
し
た
存
在
と
し
て
柳
田
国
男
を
取
り
上
げ
、
『
遠
野
物
語
』
の
想
像
力
が
篤
胤
的
な
異
界
へ
の
関
心
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
と
く
に
、
『
遠
野
物
語
』
に
お
け
る
〈
山
人
〉
へ
の
強
い
思
い
入
れ
に
篤
胤
的
異
界
を
近
代
化
す
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
見
よ
う
と
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い
う
わ
け
だ
。

　
篤
胤
が
『
霊
の
真
柱
』
（
一
八
＝
二
）
で
述
べ
た
死
後
の
世
界
す
な
わ
ち
∧
幽
冥
∨
は
、
祖
霊
神
が
村
落
内
の
山
に
宿
り
、
子
孫
の
守
護

神
と
な
る
と
い
っ
た
日
本
の
民
俗
的
信
仰
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
篤
胤
に
よ
れ
ば
、
人
は
死
ぬ
と
∧
黄
泉
の
国
∨
で
は
な
く
現
世
と
連
続
す

　
　
　
　
ユ

る
∧
幽
冥
（
冥
府
）
∨
に
行
き
、
そ
こ
で
現
世
の
続
き
の
よ
う
な
生
活
を
営
む
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

　
　
そ
の
冥
府
と
云
ふ
は
、
此
顕
国
を
お
き
て
、
別
に
一
処
あ
る
に
も
あ
ら
ず
、
直
に
こ
の
顕
国
の
内
い
つ
こ
に
も
有
な
れ
ど
も
、
幽
冥
に

　
　
し
て
、
現
世
と
は
隔
り
見
え
ず
。
故
も
ろ
こ
し
人
も
、
幽
冥
ま
た
冥
府
と
は
云
へ
る
な
り
。
さ
て
、
そ
の
冥
府
よ
り
は
、
人
の
し
わ
ざ

　
　
の
よ
く
見
ゆ
め
る
を
、
顕
世
よ
り
は
、
そ
の
幽
冥
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
（
『
霊
の
真
柱
』
ー
『
日
本
思
想
大
系
5
0
　
平
田
篤
胤
　
伴

　
　
信
友
　
大
国
隆
正
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
・
九
）

　
よ
り
具
体
的
に
は
、
死
者
の
魂
は
そ
の
葬
ら
れ
た
墓
の
付
近
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
り
、
ほ
ど
に
応
じ
て
や
が
て
皆
∧
神
V
に
な
れ
る
と
い

う
わ
け
だ
。
あ
ら
た
な
異
界
の
発
見
。
そ
れ
を
個
人
的
夢
想
か
ら
で
な
く
、
土
俗
の
昏
き
闇
の
な
か
か
ら
つ
か
み
と
ろ
う
と
し
た
の
が
平
田

篤
胤
で
あ
っ
た
。
彼
は
儒
者
が
意
識
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
異
な
る
世
界
へ
の
関
心
を
自
ら
の
思
想
の
根
底
に
据
え
、
そ
こ
か
ら
神
話
の

再
構
成
さ
ら
に
は
宇
宙
論
へ
と
広
が
る
一
つ
の
神
学
体
系
を
構
築
す
る
。
鬼
神
の
実
在
を
確
信
し
、
霊
魂
の
救
済
を
切
望
し
つ
つ
。
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
地
獄
・
極
楽
を
説
き
、
彼
岸
と
此
岸
と
の
隔
絶
を
語
る
仏
教
的
な
思
考
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
素
朴
な
思
考
と
言
う
べ
き
で

あ
り
、
篤
胤
は
自
ら
の
《
霊
の
行
方
の
安
定
∨
を
求
め
て
、
そ
う
し
た
民
俗
の
信
仰
の
根
、
土
俗
の
昏
き
闇
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
の
文
学
者
達
が
再
生
さ
せ
た
蓬
莱
‖
神
仙
世
界
が
、
篤
胤
が
発
見
し
、
獲
得
し
た
∧
民
俗
の
根
V
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
は
、
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
西
欧
近
代
の
精
神
文
化
と
の
接
触
、
交
差
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
こ
と

も
、
ほ
ぼ
自
明
で
あ
る
。

　
露
伴
、
鴎
外
、
遣
遙
が
浦
島
説
話
に
材
を
取
っ
て
作
品
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
治
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
し
か
な
い
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が
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
蓬
莱
‖
神
仙
世
界
の
再
生
に
は
、
東
洋
的
な
∧
超
越
の
世
界
∨
の
再
発
見
と
い
う
要
素
、
日
本
的
な
民
俗
的
他
界
観

の
再
生
と
い
う
要
素
、
さ
ら
に
内
的
自
我
の
比
喩
と
し
て
の
要
素
が
混
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
明
治
と
い
う
∧
普
請
中
∨
の
時

代
の
様
相
を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
と
同
時
に
、
西
欧
近
代
の
精
神
文
化
と
の
接
触
、
交
差
が
も
た
ら
し
た
∧
外
的
他
界
∨

の
喪
失
と
い
う
精
神
の
状
況
を
も
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
鴎
外
、
漱
石
が
十
九
世
紀
末
の
西
洋
の
現
実
に
触
れ
、
そ
こ
で
何
ら
か
の
挫
折
や
幻
滅
を
体
験
し
て
帰
国
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
彼
ら
は

そ
こ
で
、
西
洋
と
い
う
∧
外
的
他
界
∨
を
喪
失
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
と
い
う
時
代
は
、
ほ
と
ん
ど
国
家
的
規
模
で
∧
外
的
他
界
∨

の
喪
失
が
進
展
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
明
治
の
文
学
者
達
は
、
自
ら
の
内
部
に
他
界
を
求
め
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
現
れ
方
は
、
露
伴
、
鴎
外
、
遣
遥
の
浦
島
説
話
へ
の
拘
泥
と
か
、
透
谷
の
蓬
莱
の
発
見
と
い
う
形
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、

広
津
柳
浪
の
悲
惨
小
説
や
松
原
岩
五
郎
の
『
最
暗
黒
之
東
京
」
、
横
山
源
之
助
の
「
日
本
の
下
層
社
会
」
が
目
指
し
た
、
日
本
が
内
部
に
抱

え
込
む
∧
暗
黒
世
界
∨
の
探
求
と
い
う
特
殊
な
形
を
も
と
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
本
稿
で
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
幸
田
露
伴
、
森
鴎
外
、
坪
内
遣
遙
を
中
心
に
、
明
治
文
学
に
お
け
る
∧
浦

島
説
話
∨
の
再
生
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
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（
1
）

（
2
）

　
　
注

保
田
は
こ
の
ほ
か
、
〈
仙
人
と
か
詩
倦
と
い
つ
た
観
念
は
、
日
本
の
文
化
の
血
脈
を
、
大
陸
の
も
の
と
比
較
す
る
点
で
、
大
そ
う
重
大
な
も
の
で
あ

つ
た
筈
だ
〉
と
か
〈
山
に
入
り
俗
界
を
離
れ
る
と
い
ふ
の
は
、
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
別
に
、
や
は
り
土
俗
と
し
て
、
何
か
大
そ
う
な
力
で
個
人

の
血
の
生
理
の
中
に
さ
へ
あ
つ
た
と
い
ふ
事
実
は
ず
ゐ
分
大
へ
ん
な
こ
と
だ
〉
と
い
っ
た
示
唆
的
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
（
「
国
民
之
友
」
　
一
八
九
二
・
一
〇
・
一
三
、
一
〇
・
二
三
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
〈
物
語
時
代
の
竹
取
、

謡
曲
時
代
の
羽
衣
、
こ
の
二
篇
に
勝
り
て
我
邦
文
学
の
他
界
に
対
す
る
美
妙
の
観
念
を
代
表
す
る
者
は
あ
ら
ず
。
而
し
て
こ
の
二
篇
の
結
摘
を
検
し
、

そ
の
仙
女
の
性
質
を
察
す
る
に
、
両
者
共
に
月
宮
に
対
す
る
人
間
の
思
慕
を
化
体
せ
し
に
過
ぐ
る
な
し
。
竹
取
の
仙
女
は
人
界
に
生
れ
て
人
界
を
離
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（
3
）

（
4
）

れ
、
羽
衣
の
仙
女
は
暫
ら
く
人
界
に
止
ま
り
て
人
界
を
去
れ
り
、
共
に
帰
る
と
こ
ろ
は
月
宮
な
り
。
蓋
し
人
界
の
汚
濁
を
厭
ふ
の
念
は
い
か
な
る
時

代
に
も
、
い
か
な
る
人
種
に
も
抽
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
、
他
界
を
冥
想
し
美
妙
を
思
欲
す
る
の
結
果
と
し
て
心
を
月
宮
に
寄
す
る
は
自

然
の
理
な
れ
ど
も
、
こ
の
冥
想
こ
の
観
念
の
月
宮
に
の
み
凝
注
し
た
る
は
我
文
学
の
不
幸
な
り
。
月
宮
は
有
形
の
物
な
り
、
月
宮
は
宇
宙
の
一
小
部

分
な
り
、
人
界
に
近
き
一
塊
物
な
り
、
そ
の
中
に
は
自
在
力
あ
ら
ず
、
そ
の
中
に
は
大
魔
力
あ
ら
ず
、
無
辺
無
涯
の
美
妙
を
支
給
す
べ
き
に
あ
ら
ざ

る
な
り
。
故
に
月
宮
を
美
妙
の
観
念
の
中
心
と
し
た
る
我
文
学
は
（
前
述
二
篇
に
就
き
て
日
ふ
）
一
神
教
国
に
於
け
る
宇
宙
万
有
の
上
に
臨
め
る
聖

善
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
万
有
趣
味
の
観
念
を
加
へ
し
め
た
る
も
の
に
及
ぶ
能
は
ず
〉
。

十
川
信
介
は
「
「
ド
ラ
マ
」
・
「
他
界
」
明
治
二
十
年
代
の
文
学
状
況
」
（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
・
一
一
）
の
中
で
、
，
明
治
二
十
年
代
の
他
界
を

代
表
す
る
空
間
を
三
種
に
分
け
、
〈
第
一
は
嵯
峨
の
屋
の
「
天
」
ま
た
は
「
月
宮
」
、
第
二
は
透
谷
の
「
蓬
莱
山
」
、
第
三
は
異
界
と
も
呼
ぶ
べ
き
露

伴
の
怪
異
の
世
界
で
あ
る
V
と
述
べ
て
い
る
。

∧
幽
冥
∨
は
、
本
居
宣
長
の
∧
黄
泉
の
国
V
の
説
、
す
な
わ
ち
人
間
は
死
ね
ば
善
人
で
あ
ろ
う
と
悪
人
で
あ
ろ
う
と
皆
き
た
な
く
汚
れ
た
∧
黄
泉
の

国
∨
に
行
ぐ
ほ
か
な
い
の
だ
と
い
う
考
え
に
反
対
す
る
形
で
唱
え
ら
れ
た
。

二
　
∧
仙
界
∨
か
ら
∧
魔
界
∨
へ

ー
幸
田
露
伴
の
「
新
浦
島
」

ー
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幸
田
露
伴
の
「
新
浦
島
」
（
「
国
会
』
一
八
九
五
・
一
・
三
～
一
・
三
〇
）
は
、
浦
島
太
郎
の
弟
の
百
代
目
の
子
孫
浦
島
次
郎
の
物
語
で
あ
る
。

」
〈
人
品
気
高
く
才
智
逞
し
く
生
れ
つ
き
〉
〈
自
然
な
る
学
問
好
き
〉
の
次
郎
は
、
ひ
な
び
た
漁
村
に
年
老
い
た
両
親
を
残
し
、
学
問
へ
の
志
を
抱

い
て
京
都
へ
出
て
い
っ
た
青
年
で
あ
る
。
京
都
で
の
次
郎
は
、
七
条
三
位
の
女
に
恋
せ
ら
れ
た
も
の
の
彼
女
は
浮
橋
四
位
の
若
君
に
嫁
し
、
続
い

て
彼
の
姫
に
似
た
町
家
の
娘
に
恋
し
た
が
、
そ
の
女
も
病
死
。
そ
の
後
瓢
六
と
い
う
狂
歌
師
と
遊
里
の
経
験
も
積
む
が
、
計
算
高
く
さ
も
し
い
女

に
も
愛
想
が
つ
き
、
一
念
発
起
し
て
東
京
へ
上
る
。
そ
こ
で
彼
が
見
た
も
の
は
…
…
。

　
　
ほ
と
く
世
間
一
般
の
人
が
餓
鬼
か
畜
生
と
よ
り
ほ
か
は
見
え
ず
、
学
者
が
世
間
の
鼻
息
を
覗
ひ
、
紳
士
が
落
語
家
有
間
の
真
似
を
し
て
悦

　
　
び
、
寺
を
建
立
し
た
人
を
奇
特
な
と
お
も
ふ
て
見
れ
ば
幾
千
人
を
泣
か
せ
た
悪
名
消
さ
う
と
て
高
利
貸
し
の
す
る
業
、
皇
国
の
た
め
と
え
ら

　
　
さ
う
に
集
ま
つ
た
人
が
此
の
公
債
の
利
子
が
四
分
と
定
つ
て
も
六
分
と
定
つ
て
も
大
分
濡
手
粟
の
仕
事
が
あ
つ
た
も
の
を
、
惜
し
い
こ
と
に
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五
分
と
平
に
定
つ
た
で
動
揺
が
足
り
ぬ
と
腹
で
は
眩
き
、
経
済
が
素
乱
せ
ね
ば
ど
か
ま
う
け
が
無
く
て
詰
ら
ぬ
と
卿
ち
、
去
年
の
旱
が
も
う

　
　
一
層
強
か
つ
た
ら
好
か
つ
た
も
の
と
溢
し
、
坊
主
が
訴
訟
事
ば
か
り
し
て
、
王
法
を
擁
護
す
べ
き
筈
の
仏
法
を
も
つ
て
王
法
の
孫
庇
借
り
て

　
　
余
命
を
継
ぎ
な
が
ら
高
慢
顔
ば
か
り
昔
時
の
如
く
、
嫉
妬
偏
執
俗
人
よ
り
烈
し
く
、
口
頭
法
論
腹
貯
金
、
保
険
の
無
尽
の
と
現
世
の
世
話
焼

　
　
に
は
能
く
手
が
ま
は
り
、
華
士
族
平
民
、
吏
農
工
商
ど
れ
か
ら
ど
れ
ま
で
陰
険
請
猜
著
修
惰
弱
の
風
に
染
む
も
の
多
く
、
…
…

　
東
京
に
失
望
し
て
再
び
京
都
に
戻
っ
て
も
、
こ
こ
も
う
る
さ
く
、
つ
い
に
次
郎
は
〈
優
れ
た
る
人
の
先
を
争
ひ
あ
ひ
て
む
つ
か
し
げ
に
騒
ぐ
世

の
中
に
交
り
て
生
活
す
も
心
憂
く
な
り
た
れ
ば
御
膝
下
に
ま
ゐ
り
て
魚
釣
り
岩
海
苔
採
り
に
一
生
を
送
り
た
く
、
頓
て
近
日
伺
ふ
べ
き
間
ま
つ
差

送
り
候
荷
物
御
受
取
り
下
さ
れ
度
〉
と
い
う
手
紙
を
出
し
て
帰
郷
す
る
こ
と
に
な
る
。
翁
と
堰
は
次
郎
を
喜
ん
で
迎
え
、
い
よ
い
よ
家
を
譲
ろ
う

と
す
る
が
、
そ
の
際
、
翁
は
初
代
次
郎
の
兄
浦
島
太
郎
が
龍
宮
か
ら
帰
っ
た
後
の
様
子
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
さ
て
其
老
竃
れ
た
浦
島
殿
は
其
時
忽
ち
心
に
悟
つ
て
、
其
か
ら
曲
つ
た
腰
を
伸
し
く
磯
に
居
た
漁
師
に
老
釣
竿
を
貰
つ
て
杖
と
つ
き
な
が

　
　
ら
、
近
江
路
美
濃
路
と
段
々
に
名
山
を
捜
し
て
信
濃
に
か
・
り
、
信
濃
の
寝
覚
の
床
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
止
ま
り
、
龍
宮
の
栄
華
も
覚
む
れ
ば

　
　
一
夢
の
痕
無
く
香
無
く
、
人
間
の
富
貴
も
融
け
ぬ
間
の
氷
柱
を
彩
り
雪
丸
に
刺
縮
す
る
ば
か
り
と
観
じ
て
静
に
岩
窟
の
主
人
と
な
り
済
ま
し
、

　
　
餓
ゑ
て
は
樹
菓
草
菌
に
、
渇
い
て
は
石
の
罐
隙
の
真
清
水
に
惜
し
か
ら
ぬ
身
を
委
ね
て
居
ら
れ
た
さ
う
な
が
、
其
中
に
と
う
く
仙
人
と
成

　
　
り
上
つ
て
日
の
出
る
国
か
ら
日
の
入
る
国
ま
で
、
雲
の
上
の
世
界
か
ら
地
の
下
の
世
界
ま
で
一
眼
に
見
る
や
う
に
な
り
、
岩
の
中
に
も
透
り

　
　
霞
の
上
を
遊
ぶ
や
う
に
も
な
ら
れ
て
、
通
力
自
在
の
身
の
心
安
く
世
を
送
ら
れ
た
が
、
仙
人
に
な
つ
て
も
縁
に
は
牽
か
れ
る
も
の
と
見
え
て

　
　
復
龍
宮
へ
渡
る
と
定
つ
た
時
、
杖
に
し
た
釣
竿
の
裁
端
に
手
紙
を
封
じ
込
ん
で
彼
の
玉
手
箱
に
添
へ
、
召
使
ひ
の
仙
童
に
持
た
せ
て
、
吾
が

　
　
肉
親
の
弟
の
九
世
渡
に
居
る
と
い
ふ
こ
と
を
天
眼
通
で
見
ら
れ
た
に
よ
り
、
此
方
の
先
祖
殿
に
置
土
産
と
し
て
、
而
し
て
龍
宮
へ
行
か
れ
た

　
　
限
り
其
後
は
知
れ
や
う
筈
も
な
い
が
、
…
…

　
神
仙
の
世
界
で
あ
る
龍
宮
か
ら
帰
っ
た
先
祖
浦
島
太
郎
は
、
あ
ら
た
め
て
山
中
に
入
り
、
修
行
を
重
ね
仙
人
と
な
っ
て
再
び
龍
宮
へ
行
っ
た
わ
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け
だ
が
、
そ
の
こ
と
を
明
か
し
た
翁
は
、
家
宝
の
玉
手
筥
と
譲
り
状
と
を
次
郎
に
引
き
継
い
で
、
翌
朝
姻
と
と
も
に
〈
臥
し
た
る
ま
・
生
け
る
が

如
き
面
し
て
既
其
魂
は
天
に
昇
り
し
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
翁
と
堰
の
亡
骸
は
〈
戸
解
の
仙
人
権
者
の
化
現
の
や
う
な
る
奇
瑞
〉

を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
着
て
い
た
衣
服
、
履
物
だ
け
を
残
し
て
、
死
体
が
霞
か
雲
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
次
郎
は
、
先
祖

の
浦
島
太
郎
だ
け
で
な
く
自
分
の
両
親
も
実
は
∧
神
仙
∨
の
境
地
に
至
っ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
そ
し
て
彼
も
ま
た
、
∧
神
仙
∨
の
道
を
た
ど
ろ

う
と
す
る
。
し
か
し
、
父
母
が
残
し
て
い
っ
た
紅
白
二
穎
の
舎
利
ど
ち
ら
を
掴
む
か
に
よ
っ
て
自
ら
の
進
む
べ
き
道
を
占
っ
て
み
る
と
、
自
分
に

は
∧
神
仙
∨
の
道
を
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
結
果
が
出
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
次
郎
は
、
〈
神
仙
既
に
あ
る
か
ら
は
悪
魔
も
必
ず
有
る
理
な
り
、

人
生
魔
に
逢
ふ
も
ま
た
風
流
、
我
魔
道
に
堕
ち
ん
心
は
無
け
れ
ど
魔
に
も
通
力
あ
り
と
聞
け
ば
、
願
く
は
先
づ
魔
道
を
修
し
て
魔
王
と
朋
友
交
際

を
な
す
身
に
も
至
ら
ば
其
上
に
て
心
易
く
仙
と
な
り
仏
と
な
ら
ん
〉
と
考
え
、
∧
仙
界
∨
か
ら
一
転
し
て
∧
魔
界
∨
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

　
一
見
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
∧
仙
界
∨
か
ら
∧
魔
界
∨
へ
の
転
換
。
し
か
し
、
こ
の
∧
仙
界
∨
と
∧
魔
界
∨
と
は
決
し
て
二
項
対
立
的
に
存
在

す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。

　
次
郎
は
万
巻
の
書
を
読
破
し
、
つ
い
に
軍
茶
利
明
王
の
秘
法
を
会
得
し
て
、
聖
天
毘
奈
耶
伽
王
を
呼
び
出
す
こ
と
に
成
功
す
る
。
〈
「
内
に
在
り

て
は
外
に
聞
き
、
外
に
在
り
て
は
内
に
聞
き
、
暗
き
に
居
て
は
明
ら
か
な
る
に
見
、
明
ら
か
な
る
に
居
て
は
又
暗
き
に
能
く
見
る
毘
奈
耶
伽
王
と

は
我
な
る
ぞ
」
〉
と
唱
え
つ
つ
出
現
し
た
大
魔
王
は
、
次
郎
の
浅
慮
を
嘲
っ
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
　
思
へ
愚
者
、
什
塵
善
、
な
に
悪
、
十
善
を
修
せ
ざ
る
魔
王
な
く
、
天
地
を
私
せ
ざ
る
神
仏
無
し
、
仏
と
云
ひ
又
魔
と
い
ふ
も
戯
論
空
語
に
過

　
　
ぎ
ざ
る
ぞ
、
聞
け
一
切
法
は
唯
言
語
名
句
あ
つ
て
真
実
無
し
、
忘
れ
よ
世
間
の
言
語
名
句
を
、
捨
て
よ
汝
の
思
慮
分
別
を
、

　
善
と
悪
に
せ
よ
、
仙
界
と
魔
界
に
せ
よ
、
〈
一
言
語
名
句
V
の
違
い
で
し
か
な
く
、
〈
愚
者
V
で
あ
る
人
間
は
、
そ
う
し
た
〈
言
語
名
句
〉
の
差
異

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
世
界
、
〈
戯
論
空
語
〉
の
世
界
を
生
き
る
し
か
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
も
〈
言
語
名
句
〉
の
差
異
に
よ
っ
て
成
立
す
る
存
在

な
の
か
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
大
魔
王
は
、
次
郎
を
脳
天
天
門
よ
り
斬
っ
て
二
片
と
し
、
そ
の
右
方
を
次
郎
の
分
身
、
内
面
の
声
の
担
い
手
で
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あ
る
〈
同
須
〉
と
し
て
、
こ
の
世
に
残
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
次
郎
の
命
令
な
ら
ば
何
で
も
実
現
す
る
通
力
を
持
っ
た
〈
同
須
〉
は
、
次
郎
の
意

に
従
っ
て
、
美
男
美
女
の
侍
者
達
、
宮
殿
、
美
酒
、
酒
肴
を
準
備
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
〈
億
み
物
よ
り
成
れ
る
〉
〈
栄
華
〉
で
し
か
な
い
。

そ
の
事
実
を
知
っ
た
次
郎
は
す
べ
て
を
元
に
戻
し
、
再
び
元
の
苫
屋
で
の
生
活
に
帰
ろ
う
と
す
る
が
、
こ
の
時
〈
同
須
〉
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。　

　
不
仁
不
徳
と
仰
せ
ら
る
れ
ど
意
欲
の
前
に
何
の
仁
か
之
あ
る
べ
き
将
何
の
徳
か
こ
れ
あ
る
べ
き
、
（
中
略
）
仮
令
我
等
に
通
力
あ
り
と
も
縁

　
　
無
き
と
こ
ろ
に
は
威
及
ば
ず
、
た
“
縁
あ
れ
ば
即
ち
入
り
、
因
あ
れ
ば
即
ち
助
け
て
彼
等
に
憂
き
目
を
見
す
る
の
み
、
因
縁
彼
等
の
能
生
な

　
　
れ
ば
彼
等
の
受
く
る
辛
酸
悲
苦
は
実
に
我
が
与
ふ
る
も
の
と
し
も
無
し
、

　
〈
同
須
〉
の
言
は
、
次
郎
の
深
層
に
潜
む
無
意
識
の
声
で
あ
る
。
一
見
理
想
主
義
者
の
次
郎
が
深
層
に
抱
え
込
ん
で
い
る
現
実
主
義
的
側
面
を

代
弁
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
次
郎
が
、
九
世
渡
の
苫
屋
に
帰
り
、
〈
昔
時
な
が
ら
の
浪
の
じ
よ
ぼ
つ
く
音
〉
を
聞
き
つ
つ
眠
っ
て
い
る
と
、
往
時
の
馴
染
み
の
遊
女

勇
菊
が
現
れ
、
〈
御
な
つ
か
し
う
ご
ざ
り
ま
す
る
次
郎
様
、
は
る
扮
＼
苦
労
を
し
て
来
た
も
の
を
好
う
来
た
と
も
仰
ら
ず
御
逃
げ
な
さ
れ
う
と
は

何
処
ま
で
も
酷
い
為
さ
れ
方
〉
と
膝
に
取
り
付
き
泣
き
口
説
く
。
困
り
果
て
た
次
郎
が
、
〈
同
須
〉
を
呼
ん
で
処
置
を
頼
む
と
、
紅
蓮
澗
の
澗
水

に
浸
し
て
化
石
に
し
て
し
ま
う
。
怒
っ
た
次
郎
が
、
〈
殺
さ
ん
と
せ
ば
汝
は
頼
ま
ず
〉
と
言
う
と
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
三
年
損
傷
せ
ず
に
置
け
ば

蘇
る
と
言
う
。
し
か
し
、
次
郎
は
、
〈
他
の
意
思
知
覚
を
奪
ひ
て
あ
ら
ん
こ
と
は
我
が
快
し
と
せ
ざ
る
こ
と
な
り
、
さ
り
と
て
外
に
手
段
も
無
け

れ
ど
兎
に
角
女
め
を
旧
の
如
く
に
し
て
与
へ
よ
〉
と
命
じ
、
一
方
で
女
の
意
識
が
蘇
っ
た
後
の
煩
わ
し
さ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
つ
い
に
自
身
を

紅
蓮
澗
の
澗
水
に
漬
け
る
こ
と
を
〈
同
須
〉
に
命
じ
る
。
こ
う
し
て
、
浦
島
次
郎
は
、
〈
同
須
〉
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
〈
今
に
化
石
せ
し
ま
・
静

に
生
死
の
外
に
在
り
と
そ
〉
と
い
う
こ
と
で
、
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ

　
次
郎
が
〈
生
死
の
外
〉
と
い
う
宙
吊
り
の
状
態
に
置
か
れ
た
ま
ま
、
と
い
う
結
び
は
、
き
わ
め
て
暗
示
的
だ
。
先
祖
の
浦
島
太
郎
同
様
、
鄙
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び
た
辟
村
で
暮
ら
し
て
い
た
父
母
は
∧
仙
界
V
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
∧
仙
界
∨
は
何
気
な
い
俗
に
紛
れ
た
姿
で
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
都
塵
に
ま
み
れ
た
次
郎
は
∧
仙
界
∨
に
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
大
魔
王
や
同
須
の
棲
む
∧
魔
界
∨
に
も
安
住

は
で
き
な
い
。
い
ず
れ
も
幻
視
の
世
界
で
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
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注

こ
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
川
村
湊
が
「
蓬
莱
と
魔
界
－
明
治
文
学
の
神
仙
世
界
」
（
「
幻
想
文
学
」
第
十
八
号
、
一
九
八
七
．
五
）
に
お
い
て
、
〈
浦

島
次
郎
が
結
果
と
し
て
「
生
死
の
外
」
と
い
う
、
一
種
の
中
有
の
世
界
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
に
お
い
て
「
今
」
を
経
過
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
結
語
が

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
読
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
、
物
語
作
者
と
し
て
の
露
伴
の
巧
み
な
オ
チ
の
付
け
方
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、

「
神
仙
」
の
世
界
と
、
「
魔
」
の
世
界
と
の
両
極
に
引
き
裂
か
れ
た
”
近
代
人
”
と
し
て
の
浦
島
次
郎
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
中
間
的
な
立
場
し

か
彼
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
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お
ぐ
ら
・
ひ
と
し
／
教
授
）


