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朝
井
リ
ョ
ウ
『
何
者
』
論

―
―
幻
想
と
編
集
の
ゆ
く
え
―
―

中　

原　

美　

紀

は
じ
め
に

　

朝
井
リ
ョ
ウ
「
何
者
」
は
二
〇
一
二
年
一
一
月
に
新
潮
社
よ
り
書
き
下
ろ
し
で
発
刊
さ
れ
た
長
編
小
説
で
あ
る
。
第
一
四
八
回
直
木
三
十
五

賞
を
受
賞
し
、
映
画
化
も
さ
れ
た
本
作
は
、
朝
井
リ
ョ
ウ
の
代
表
作
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
発
表
当
時
、
榎
本
正
樹
は
本
作
の
書
評
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

物
語
の
結
末
近
く
、
仲
間
が
次
々
と
内
定
を
決
め
る
中
で
面
接
に
落
ち
続
け
る
一
人
が
、「
痛
く
て
、
カ
ッ
コ
悪
い
姿
で
あ
が
き
続
け
る
」

こ
と
の
意
味
を
説
く
場
面
は
、
強
く
深
く
心
に
刺
さ
っ
て
く
る
。
諦
念
を
帯
び
た
「
何
者
か
に
な
ん
て
な
れ
な
い
」
と
い
う
自
己
認
識
か

ら
の
出
発
こ
そ
に
、
人
生
の
可
能
性
も
ま
た
広
が
り
う
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
何
者
』
は
、
こ
の
時
代
の
「
希
望
」
の
根
拠
を
逆
説

的
に
明
ら
か
に
す
る
。

（
１
） 

　

就
職
活
動
（
以
下
、
就
活
）
で
の
挫
折
を
経
て
得
た
「
何
者
か
に
な
ん
て
な
れ
な
い
」
と
い
う
自
覚
が
前
途
を
照
ら
し
、
そ
こ
に
希
望
を
見
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出
せ
る
と
榎
本
は
評
す
る
。
こ
の
榎
本
の
評
価
に
沿
う
よ
う
に
、
レ
ビ
ュ
ー
サ
イ
ト
に
お
い
て
も
、「
も
う
き
っ
と
大
丈
夫
だ
よ
！
」「
拓
人
が

前
へ
進
む
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
で
す
。」

（
２
）

と
、「
希
望
」
を
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
読
み
取
る
読
解
が
な
さ
れ
て
い
る
と
確
認

で
き
る
。
拓
人
と
は
、
本
作
の
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
だ
が
、
結
局
拓
人
は
内
定
へ
の
手
応
え
を
得
ら
れ
ず
に
物
語
は
結
末
を
迎
え
る
。
そ
れ

に
も
関
わ
ら
ず
読
者
が
拓
人
を
「
も
う
大
丈
夫
」
と
希
望
あ
る
眼
差
し
で
見
送
れ
る
の
に
は
、
拓
人
の
語
り
が
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

拓
人
の
視
点
で
語
ら
れ
る
作
中
に
お
い
て
、
他
の
登
場
人
物
の
描
写
に
も
、
拓
人
の
主
観
が
入
る
と
推
察
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
拓
人
の
語
り
に

関
す
る
考
察
を
中
心
に
、
二
〇
一
六
年
十
月
に
公
開
さ
れ
た
三
浦
大
輔
監
督
の
映
画
「
何
者
」
や
、
朝
井
リ
ョ
ウ
に
よ
る
短
編
集
『
何
様
』（

３
）と

の

比
較
も
踏
ま
え
、
拓
人
の
語
り
を
離
れ
た
人
物
像
を
と
ら
え
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
結
末
の
読
み
替
え
を
行
い
、
従
来
の
読
解
が
な
さ
れ
る
一

因
が
社
会
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

　

拓
人
の
語
り
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
登
場
人
物
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
本
文
中
の
登
場
人
物
紹
介
はT

w
itter

の
プ
ロ
フ
ィ
ー

ル
欄
を
模
し
た
形
式
で
展
開
さ
れ（

４
）、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
に
お
け
る
彼
ら
の
自
意
識
の
表
出
を
一
目
で
見
ら
れ
る
形
で
読
者
に
全
員
の
第
一
印
象
を
植
え

付
け
る
。
ま
た
、拓
人
の
語
り
に
よ
る
人
物
描
写
も
、概
ね
こ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
欄
の
傾
向
に
一
致
し
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
り
物
語
中
盤
ま
で
は
、

光
太
郎
は
ノ
リ
と
要
領
が
い
い
人
物
、
瑞
月
と
拓
人
は
落
ち
着
い
て
い
る
人
物
、
理
香
は
「
意
識
高
い
系
」、
ギ
ン
ジ
と
隆
良
は
ク
リ
エ
イ
タ
ー

気
取
り
と
し
て
読
者
に
提
示
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
物
語
結
末
部
に
お
い
て
、
ギ
ン
ジ
と
隆
良
は
就
活
を
し
て
お
ら
ず
、
瑞
月
と
光
太
郎
が

内
定
を
獲
得
、
そ
れ
に
対
し
て
理
香
と
拓
人
が
内
定
を
獲
得
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に
な
る
。
こ
こ
で
、
ギ
ン
ジ
は
、
劇
団
の
座
長
と
し
て
、

小
さ
い
な
が
ら
も
実
績
を
重
ね
て
い
る
た
め
、
生
き
て
い
く
場
所
が
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
内
定
を
獲
得
し
て
い
る
組
に
振
り
分
け

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
語
結
末
部
で
内
定
を
獲
得
し
て
い
な
い
の
は
、
理
香
と
拓
人
と
就
活
を
し
て
い
な
い
隆
良
と
い
え
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る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
内
定
が
出
な
い
ば
か
り
か
、
拓
人
が
就
活
二
年
目
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
拓
人
は
隠
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
が

終
盤
に
な
っ
て
初
め
て
、
拓
人
以
外
の
人
物
の
発
話
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
拓
人
に
よ
る
語
り
の
編
集
・
統
制
が
見

て
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
編
集
が
最
も
効
果
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
隆
良
に
よ
る
就
活
批
判
に
瑞
月
が
反
論
す
る
場
面
だ
。
隆
良
は
就
職
に

対
し
て
否
定
的
で
、
就
活
を
し
て
い
な
い
。
ギ
ン
ジ
の
演
劇
と
合
同
で
の
個
展
を
企
画
し
て
い
た
の
だ
が
、
ギ
ン
ジ
と
考
え
が
合
わ
ず
、
企
画

が
白
紙
に
な
っ
た
と
語
る
隆
良
は
、「
会
社
っ
て
、
考
え
方
が
合
う
わ
け
で
も
な
い
人
た
ち
と
同
じ
方
を
向
い
て
仕
事
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
ん

だ
ろ
？
」
と
、
就
活
批
判
を
展
開
し
た
。
隆
良
の
態
度
に
対
し
、
瑞
月
は
次
の
よ
う
に
啖
呵
を
切
る
。

「
生
き
て
い
く
こ
と
っ
て
、
き
っ
と
、
自
分
の
線
路
を
一
緒
に
見
て
く
れ
る
人
数
が
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
う
の
」

（
中
略
）

「
今
ま
で
は
一
緒
に
暮
ら
す
家
族
が
い
て
、
同
じ
学
校
に
進
む
友
達
が
い
て
、
学
校
に
は
先
生
が
い
て
。
常
に
、
自
分
以
外
に
、
自
分
の
人

生
を
一
緒
に
考
え
て
く
れ
る
人
が
い
た
。
学
校
を
卒
業
す
る
っ
て
言
っ
て
も
、
家
族
や
先
生
が
そ
の
先
の
進
路
を
一
緒
に
考
え
て
く
れ
た
。

い
つ
だ
っ
て
、
自
分
と
全
く
同
じ
高
さ
、
角
度
で
、
こ
の
先
の
人
生
の
線
路
を
見
て
く
れ
る
人
が
い
た
よ
ね
」

（
中
略
）

　

各
駅
停
車
の
電
車
の
中
で
、
瑞
月
さ
ん
と
、
隣
同
士
で
座
っ
た
。
あ
の
帰
り
道
の
こ
と
が
、
思
い
出
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
今
ま
で
は
、
結
果
よ
り
も
過
程
が
大
事
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
き
て
た
ん
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
ず
っ
と
自
分
の
線

路
を
見
て
く
れ
て
る
人
が
す
ぐ
そ
ば
に
い
た
か
ら
。
そ
り
ゃ
あ
大
人
は
、
結
果
は
残
念
だ
っ
た
け
ど
過
程
が
よ
か
っ
た
か
ら
そ
れ
で
い
い

ん
だ
よ
っ
て
、
子
ど
も
に
対
し
て
言
っ
て
あ
げ
た
く
な
る
よ
ね
。
ず
っ
と
そ
の
過
程
を
一
緒
に
見
て
き
た
ん
だ
か
ら
。
だ
け
ど
」

　

瑞
月
さ
ん
は
言
っ
た
。
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「
も
う
ね
、
そ
う
言
っ
て
く
れ
る
人
は
い
な
い
ん
だ
よ
」

　

―
―
私
ね
、
ち
ゃ
ん
と
就
職
し
な
い
と
ダ
メ
な
ん
だ
。

「
私
た
ち
は
も
う
、
た
っ
た
ひ
と
り
、
自
分
だ
け
で
、
自
分
の
人
生
を
見
つ
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
。
一
緒
に
線
路
の
先
を
見
て
く
れ
る
人
は

も
う
、
い
な
く
な
っ
た
ん
だ
よ
。
進
路
を
考
え
て
く
れ
る
学
校
の
先
生
だ
っ
て
い
な
い
し
、
私
た
ち
は
も
う
、
私
た
ち
を
産
ん
で
く
れ
た

と
き
の
両
親
に
近
い
年
齢
に
な
っ
て
る
。
も
う
、
育
て
て
も
ら
う
な
ん
て
い
う
考
え
方
で
は
い
ら
れ
な
い
」

　

―
─
私
の
お
母
さ
ん
、
ち
ょ
っ
と
弱
い
ん
だ
よ
ね
。
体
っ
て
い
う
よ
り
も
、
心
が
。

「
私
た
ち
は
も
う
、
そ
う
い
う
場
所
ま
で
来
た
」

　

電
車
の
中
で
聞
い
た
瑞
月
さ
ん
の
声
が
、
現
実
の
そ
れ
と
交
差
す
る
。

（
中
略
）

「
し
た
こ
と
も
な
い
く
せ
に
、
自
分
に
会
社
勤
め
は
合
っ
て
な
い
、
な
ん
て
、
自
分
を
何
だ
と
思
っ
て
る
の
？　

会
社
勤
め
を
し
て
い
る
世

の
中
の
人
々
全
員
よ
り
も
、
自
分
の
ほ
う
が
感
覚
が
鋭
く
て
、
繊
細
で
、
感
受
性
が
豊
か
で
、
こ
ん
な
現
代
で
は
生
き
て
い
き
辛
い
な
ん
て
、

ど
う
せ
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
る
ん
で
し
ょ
？
」

　

隆
良
は
そ
の
場
か
ら
動
か
な
い
。

「
そ
ん
な
言
い
方
ひ
と
つ
で
自
分
を
守
っ
た
っ
て
、
そ
ん
な
あ
な
た
の
こ
と
を
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
見
て
る
人
な
ん
て
も
う
い
な
い
ん
だ

よ
。
あ
な
た
が
歩
ん
で
い
る
過
程
な
ん
て
誰
も
理
解
し
て
く
れ
な
い
し
、
重
ん
じ
て
な
い
、
誰
も
追
っ
て
な
い
ん
だ
よ
、
も
う
」

　

瑞
月
さ
ん
の
言
葉
か
ら
滲
み
出
る
説
得
力
が
、
こ
の
部
屋
に
い
る
全
員
を
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
い
る
。
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こ
の
場
面
で
拓
人
は
、
瑞
月
の
台
詞
の
合
間
に
「
―
─
私
ね
、
ち
ゃ
ん
と
就
職
し
な
い
と
ダ
メ
な
ん
だ
。」「
―
─
私
の
お
母
さ
ん
、
ち
ょ
っ

と
弱
い
ん
だ
よ
ね
。
体
っ
て
い
う
よ
り
も
、
心
が
。」
と
挿
入
し
、
以
前
に
「
各
駅
停
車
の
電
車
」
で
瑞
月
か
ら
拓
人
に
語
ら
れ
た
瑞
月
の
家
庭

事
情
に
つ
い
て
の
台
詞
を
想
起
し
て
い
る
。
瑞
月
の
長
台
詞
の
後
に
は
、「
瑞
月
さ
ん
の
言
葉
か
ら
滲
み
出
る
説
得
力
が
、
こ
の
部
屋
に
い
る
全

員
を
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
し
て
い
る
。」
と
、
全
員
が
説
得
力
を
感
じ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ

の
時
点
で
瑞
月
の
家
庭
事
情
を
知
っ
て
い
た
の
が
、
光
太
郎
と
拓
人
の
み
で
あ
る
点
だ
。
瑞
月
が
母
親
を
連
想
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
台
詞
を
発

話
し
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
瑞
月
の
母
親
の
こ
と
に
つ
い
て
隆
良
と
理
香
は
当
然
知
ら
な
い
。
な
お
、
映
画
版
に
お
い
て
は
、

こ
の
台
詞
の
大
人
と
子
ど
も
に
関
す
る
部
分
は
全
て
省
略
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、省
略
の
結
果
、要
点
が
絞
ら
れ
た
映
画
版
の
台
詞
の
ほ
う
が
、

言
葉
の
強
度
が
増
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
隆
良
に
伝
え
る
べ
き
要
点
は
、
瑞
月
の
母
親
が
思
い
出
さ
れ
る
部
分
以
外
に
あ
り
、
理
香
と
隆
良

が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
「
説
得
力
」
に
は
、瑞
月
の
来
歴
は
関
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、こ
こ
で
拓
人
は
瑞
月
の
境
遇
に
対
す
る
「
同
情
」
を
、「
説

得
力
」
の
根
拠
と
し
て
と
ら
え
、
読
者
に
提
示
し
た
。

　

こ
の
場
面
の
編
集
は
、
拓
人
が
瑞
月
の
隆
良
へ
の
言
葉
を
自
分
の
こ
と
と
し
て
受
け
止
め
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
瑞
月
か

ら
隆
良
へ
の
台
詞
で
あ
る
「
自
分
の
ほ
う
が
感
覚
が
鋭
く
て
、
繊
細
で
、
感
受
性
が
豊
か
で
、
こ
ん
な
現
代
で
は
生
き
て
い
き
辛
い
な
ん
て
、

ど
う
せ
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
る
ん
で
し
ょ
？
」
が
拓
人
に
受
容
さ
れ
て
お
ら
ず
、
拓
人
が
隆
良
を
下
に
見
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
終
盤
で
理
香

か
ら
拓
人
に
浴
び
せ
ら
れ
る
「
自
分
の
観
察
と
分
析
は
サ
イ
コ
ー
に
鋭
い
っ
て
思
っ
て
る
も
ん
ね
。」
と
い
う
台
詞
が
導
か
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
何
者
』
は
、
拓
人
の
主
観
が
大
い
に
反
映
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
し
か
も
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
へ
の
展
開

を
意
識
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
で
は
、ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
希
望
あ
る
印
象
を
読
者
に
与
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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二

た
ぶ
ん
、
落
ち
た
。

両
膝
の
上
で
、
ぎ
ゅ
っ
と
拳
を
握
り
締
め
る
。

だ
け
ど
、
落
ち
て
も
、
た
ぶ
ん
、
大
丈
夫
だ
。
不
思
議
と
、
そ
う
思
え
た
。

　
『
何
者
』
は
、
拓
人
が
面
接
を
受
け
る
場
面
で
、
以
上
の
文
章
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
拓
人
が
落
ち
た
と
感
じ
る
の
は
面
接
の
手
応
え
の
な

さ
が
原
因
だ
が
、
本
章
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
け
る
拓
人
の
面
接
の
実
態
で
あ
る
。

　

拓
人
が
面
接
を
受
け
る
様
子
が
描
か
れ
る
の
は
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
面
接
で
落
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
情
報
は

あ
れ
ど
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
面
接
を
行
っ
て
い
る
の
か
は
、
こ
こ
ま
で
読
者
に
は
知
ら
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

通
販
事
業
を
手
掛
け
る
企
業
の
面
接
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
拓
人
の
面
接
の
拙
さ
が
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
〈
最
近
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
で
購
入
し
た
も
の
は
何
か
、
購
買
の
動
機
も
併
せ
て
答
え
よ
〉
と
い
う
設
問
に
対
し
、
拓
人
は
プ
リ
ン
タ
ー
を

挙
げ
る
。
し
か
し
、「
今
ま
で
プ
リ
ン
タ
ー
を
貸
し
て
く
れ
て
い
た
友
人
と
」「
仲
違
い
し
た
」
こ
と
を
吐
露
し
た
だ
け
で
、
他
の
就
活
生
の
よ

う
に
、
事
業
内
容
や
面
接
へ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
絡
め
て
い
な
い
。
ま
た
、〈
あ
な
た
に
と
っ
て
の
【
コ
コ
ロ
、
ウ
ゴ
カ
ス
】（
企
業
理
念
）

と
は
何
か
〉
と
い
う
設
問
に
は
、「
演
劇
の
舞
台
で
す
」
と
答
え
る
も
、
最
終
的
に
は
「
演
劇
と
い
う
よ
り
も
、
み
ん
な
で
一
緒
に
観
に
行
く
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
一
貫
性
の
な
い
受
け
答
え
を
し
、
こ
こ
で
も

体
験
と
企
業
理
念
の
リ
ン
ク
が
み
ら
れ
な
い
。〈
短
所
と
長
所
を
一
つ
ず
つ
述
べ
よ
〉
と
い
う
設
問
に
は
、「
短
所
は
、カ
ッ
コ
悪
い
と
こ
ろ
で
す
」

「
長
所
は
、
自
分
は
カ
ッ
コ
悪
い
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
で
す
」
と
だ
け
答
え
、
ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
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原
体
験
を
語
り
は
し
な
い
。
ど
れ
も
面
接
に
お
い
て
は
頻
出
問
題
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
対
策
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

理
香
に
「
カ
ッ
コ
悪
い
姿
の
ま
ま
あ
が
く
」
こ
と
を
説
か
れ
た
直
後
の
面
接
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
確
か
に
拓
人
は
「
カ
ッ
コ
悪
く
」、
拓

人
自
身
も
面
接
で
「
カ
ッ
コ
悪
さ
」
を
認
め
た
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、「
大
丈
夫
だ
」「
前
へ
進
む
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
で
き
」
た
と

感
じ
さ
せ
る
要
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
理
香
の
い
う
「
カ
ッ
コ
悪
い
姿
の
ま
ま
あ
が
く
」
と
は
、
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
だ
っ

た
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

　

拓
人
は
物
語
前
半
に
お
い
て
、
就
活
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

就
活
が
つ
ら
い
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
理
由
は
、
ふ
た
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ひ
と
つ
は
も
ち
ろ
ん
、
試
験
に
落
ち
続
け
る
こ
と
。
単
純
に
、

誰
か
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
体
験
を
何
度
も
繰
り
返
す
と
い
う
の
は
、
つ
ら
い
。
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
ん
な
に
た
い
し
た
も
の
で
は
な

い
自
分
を
、
た
い
し
た
も
の
の
よ
う
に
話
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

　

つ
ま
り
、就
活
の
ル
ー
ル
と
し
て
、自
分
を
良
く
見
せ
る
こ
と
は
、拓
人
に
と
っ
て
も
当
然
の
こ
と
な
の
だ
。「
カ
ッ
コ
悪
い
姿
の
ま
ま
あ
が
く
」

と
は
、
や
は
り
理
香
が
実
践
し
て
い
た
よ
う
に
、
恥
や
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
て
自
己
研
磨
に
励
み
、
自
分
の
持
て
る
武
器
の
精
度
を
可
能
な
限
り

高
め
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
何
も
準
備
せ
ず
面
接
に
臨
む
こ
と
で
は
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
映
画
版
で
は
「
あ
な
た
自
身
を
一
分
間
で
表
現
せ
よ
」
と
い
う
設
問
に
対
し
、
長
い
沈
黙
の
後
、「
す
み
ま
せ
ん
、
一
分
で
は
話

し
き
れ
ま
せ
ん
」
と
返
答
す
る
。
作
中
、
短
い
言
葉
で
自
己
表
現
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
現
代
で
は
、
言
葉
の
取
捨
選
択
の
中
で
、
捨
て
ら

れ
た
ほ
う
に
人
の
本
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
提
出
さ
れ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
し
て
の
「
話
し
き
れ
ま
せ
ん
」
も

一
側
面
と
し
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
面
接
に
お
け
る
返
答
と
し
て
は
違
和
感
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
拓
人
の
面
接
態
度
の
不
適
切
さ
の
所
以
は
、
拓
人
の
自
意
識
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
就
活
の
つ
ら
さ
の
一
因
を
自
分
を
良
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く
見
せ
る
こ
と
だ
と
認
識
し
、「
就
活
一
年
目
で
盛
り
上
が
る
君
た
ち
を
俯
瞰
す
る
観
察
者
の
俺
、
っ
て
感
じ
」
を
「
す
ご
く
出
し
て
」
い
た
拓

人
が
、
普
段
か
ら
面
接
に
お
け
る
頻
出
問
題
の
対
策
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
は
、「
発
言
は
少
な
め
な
ん
だ
け
ど
、
最
後
に
ち
ゃ
ん
と
ま
と
め
た
り
し
て
て
、
す
ご
い
な
っ
て
思
っ
た
。
地
頭
い
い
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
」
と

理
香
に
評
価
さ
れ
て
お
り
、
人
前
で
話
せ
な
い
わ
け
で
も
空
気
を
読
め
な
い
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
れ
は
理
香
の
発
話
か

ら
推
察
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
拓
人
は
自
分
の
就
活
現
場
で
の
直
接
的
な
振
る
舞
い
を
語
り
か
ら
排
除
し
て
き
た
。
突
如
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
な

さ
れ
る
面
接
で
の
異
常
な
様
子
の
提
示
に
は
、
拓
人
の
自
己
ア
ピ
ー
ル
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
理
香
の
厳
し
い
指
摘
を
受

け
て
も
な
お
、「
ど
っ
か
で
『
君
は
他
の
子
と
違
っ
て
面
白
い
考
え
方
を
し
て
る
ね
』
な
ん
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
」
い
る
、
甘
い
幻

想
と
現
実
的
で
は
な
い
自
意
識
が
拓
人
の
中
に
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

三

　

前
章
で
は
、
拓
人
の
就
活
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
自
意
識
が
物
語
結
末
部
に
お
い
て
も
顕
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
以
上
を
ふ
ま
え
て

本
章
で
は
、
拓
人
以
外
の
人
物
像
を
再
考
察
し
て
い
く
。
こ
れ
に
際
し
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
朝
井
リ
ョ
ウ
『
何
様
』
で
あ
る
。『
何
様
』
は
、

二
〇
一
六
年
に
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
短
編
集
で
あ
る
。
拓
人
が
登
場
せ
ず
、
表
題
作
「
何
様
」
に
お
い
て
は
、『
何
者
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

の
面
接
で
拓
人
と
同
席
し
て
い
た
男
性
が
就
職
し
た
企
業
で
奮
闘
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、『
何
者
』
内
で
主
に
登
場
し
た
人
物
に
つ
い

て
は
、
ギ
ン
ジ
を
除
き
、『
何
者
』
の
現
在
よ
り
以
前
の
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
拓
人
の
語
り
を
離
れ
、
そ
し
て
、『
何
者
』
時
点
か
ら
遡
り
、

他
の
登
場
人
物
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、『
何
様
』
を
参
照
す
る
。

　

光
太
郎
が
主
人
公
の
「
水
曜
日
の
南
階
段
は
き
れ
い
」
は
、『
何
様
』
以
前
に
二
〇
一
二
年
六
月
に
新
潮
社
『
最
後
の
恋M

eń
s

』
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。『
何
者
』
発
表
よ
り
先
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
朝
井
リ
ョ
ウ
は
「
光
太
郎
が
魅
力
的
な
人
物
だ
な
と
作
者
な
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が
ら
に
思
っ
て
、『
何
者
』
を
書
く
時
、
借
り
て
き
た
ん
で
す
よ
。」

（
５
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
「
水
曜
日
の
南
階
段
は
き
れ
い
」
で
は
、
高
校
生
の
光
太
郎
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
な
る
と
い
う
夢
の
た
め
に
御
山
大
学
の
軽
音
楽
サ
ー
ク

ル
に
入
る
と
周
囲
に
宣
言
し
努
力
す
る
中
で
、
本
物
の
夢
と
は
何
か
悟
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
勉
強
を
教
え
て
く
れ
た
夕
子
の
人
知
れ
な
い
努

力
を
知
っ
た
光
太
郎
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

誰
に
も
言
わ
な
い
で
、
自
分
の
中
で
大
切
に
大
切
に
育
て
上
げ
て
、
努
力
を
続
け
た
夕
子
さ
ん
の
夢
だ
け
が
、
本
物
だ
と
思
っ
た
。

　

ま
た
、
自
身
が
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
な
り
た
い
と
周
囲
に
宣
言
し
、
学
内
の
有
名
人
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

夢
に
向
か
っ
て
精
い
っ
ぱ
い
頑
張
っ
て
い
る
人
間
だ
っ
て
、
誰
か
に
思
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
。
あ
の
人
な
ら
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
に
な
れ

る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
誰
か
に
思
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
わ
ら
か
い
、
覚
悟
の
な
い
夢
を
固
め
て
い
き
た
か
っ
た
。

と
内
省
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、『
何
者
』
内
の
瑞
月
の
「
隆
良
く
ん
は
、
ず
ー
っ
と
、
自
分
が
い
ま
や
っ
て
い
る
こ
と
の
過
程
を
、
み
ん
な

に
知
っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
る
よ
ね
。」
と
い
う
台
詞
と
リ
ン
ク
す
る
。
ま
た
、自
分
の
才
能
を
他
人
の
評
価
に
委
ね
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、「
ど
っ

か
で
『
君
は
他
の
子
と
違
っ
て
面
白
い
考
え
方
を
し
て
る
ね
』
な
ん
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
」
い
る
拓
人
と
も
重
な
る
。
つ
ま
り
、『
何

者
』
時
点
で
隆
良
や
拓
人
が
直
面
し
て
い
る
段
階
を
、
光
太
郎
は
こ
の
時
既
に
経
験
し
て
い
た
と
い
え
る
。
以
上
か
ら
、
光
太
郎
の
就
活
の
成

功
が
、ノ
リ
や
要
領
の
良
さ
だ
け
で
な
く
、自
身
が
置
か
れ
た
現
実
を
見
た
う
え
で
取
り
組
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

『
何
者
』
時
点
で
現
実
に
根
差
し
た
就
活
が
強
調
さ
れ
る
の
は
瑞
月
だ
が
、
そ
の
瑞
月
も
ま
た
就
活
に
成
功
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。「
む
し
ゃ

く
し
ゃ
し
て
や
っ
た
、
と
言
っ
て
み
た
か
っ
た
」
で
は
、
瑞
月
の
父
親
が
不
倫
に
走
る
ま
で
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
作
品
に
瑞
月
は
登
場
し
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な
い
と
は
い
え
、
現
実
主
義
的
な
瑞
月
の
あ
り
方
の
基
に
な
っ
た
出
来
事
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
そ
れ
で
は
二
人
組
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
で
は
、
理
香
に
近
い
視
点
か
ら
、
隆
良
と
同
棲
を
始
め
る
ま
で
の
過
程
が
描
か
れ
る
。『
何
者
』

時
点
で
二
人
は
同
棲
開
始
か
ら
一
か
月
未
満
で
あ
る
た
め
、「
そ
れ
で
は
二
人
組
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
は
『
何
者
』
か
ら
見
て
比
較
的
最
近
の

物
語
で
あ
る
と
わ
か
る
。
理
香
は
幼
少
期
か
ら
二
人
組
に
あ
ぶ
れ
て
き
た
が
、「
そ
れ
で
も
、
自
分
か
ら
頼
み
込
ん
で
二
人
組
を
つ
く
っ
て
も
ら

う
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
い
ま
ま
で
、
ず
っ
と
。」
と
語
り
、
プ
ラ
イ
ド
の
高
さ
を
見
せ
る
。
姉
の
代
わ
り
に
大
学
の
友
人
、
朋
美
と
の
同
居
を

希
望
す
る
が
、
頼
む
こ
と
を
せ
ず
、
イ
ン
テ
リ
ア
を
朋
美
の
好
み
に
整
え
る
も
同
居
は
叶
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
語
り
に
も
理
香
の

プ
ラ
イ
ド
と
自
意
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

あ
の
テ
ー
ブ
ル
を
見
せ
れ
ば
、
あ
そ
こ
に
か
わ
い
く
て
お
し
ゃ
れ
な
雑
貨
を
並
べ
さ
え
す
れ
ば
、
水
色
の
電
気
笠
を
、
カ
ラ
ー
ボ
ッ
ク

ス
に
も
な
る
便
利
な
ス
ツ
ー
ル
を
揃
え
さ
え
す
れ
ば
、
朋
美
は
簡
単
に
こ
の
家
に
住
む
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。
か
わ
い
い
動
物
の
箸
置

き
な
ん
て
見
せ
れ
ば
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
に
尊
敬
さ
え
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
。

　

私
は
、
朋
美
を
バ
カ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
バ
カ
な
朋
美
は
、
私
と
二
人
組
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
、
見
栄
を
張
っ
て
報
わ
れ
な
い
と
い
う
挫
折
を
経
験
し
た
理
香
は
、
家
具
の
組
み
立
て
に
や
っ
て
来
た
隆
良
に
「
私
と
一
緒
に
、
住

ん
で
く
れ
な
い
か
な
」
と
、
正
面
か
ら
頼
み
込
む
。
こ
の
場
面
で
も
理
香
は
隆
良
を
自
分
よ
り
下
と
み
な
し
て
お
り
、「
結
局
私
は
、
自
分
よ
り

も
バ
カ
だ
と
思
う
人
と
し
か
、
一
緒
に
い
ら
れ
な
い
。」
と
自
嘲
す
る
が
、
正
面
か
ら
頼
み
込
む
と
い
う
経
験
は
、
理
香
が
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
る

第
一
歩
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
香
の
、
周
り
に
何
と
言
わ
れ
よ
う
と
自
分
の
手
札
全
て
を
武
器
に
す
る
姿
勢
の
萌
芽
が
見
え
る

物
語
と
な
っ
て
い
る
。

　
『
何
者
』
内
で
も
理
香
は
「
人
の
内
定
先
を
ネ
ッ
ト
で
検
索
」
し
、「
そ
れ
が
ブ
ラ
ッ
ク
会
社
だ
っ
て
噂
さ
れ
て
る
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
っ
た
ら
、
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ち
ょ
っ
と
、
慰
め
ら
れ
」
る
な
ど
、
他
者
を
下
に
見
て
自
己
保
身
を
試
み
て
い
る
が
、
一
方
で
そ
の
自
分
を
客
観
視
し
て
お
り
、
拓
人
と
の
差

異
は
こ
の
点
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

唯
一
『
何
者
』
以
降
の
主
要
登
場
人
物
の
様
子
が
描
か
れ
る
の
が
、「
き
み
だ
け
の
絶
対
」
で
あ
る
。
ギ
ン
ジ
の
甥
に
あ
た
る
高
校
生
の
亮
博

の
視
点
で
、
脚
本
・
演
出
担
当
と
し
て
活
躍
す
る
二
十
六
歳
の
ギ
ン
ジ
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
ギ
ン
ジ
の
活
躍
は
雑
誌
や
全
国
紙
に
掲
載
さ
れ

て
お
り
、
ま
ず
は
こ
こ
に
『
何
者
』
時
点
か
ら
さ
ら
に
躍
進
し
て
い
る
ギ
ン
ジ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
亮
博
は
、
実
生
活
に
追
わ
れ
、

舞
台
の
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
を
観
覧
で
き
な
か
っ
た
彼
女
、
花
奈
と
、
ア
フ
タ
ー
ト
ー
ク
で
観
念
的
な
こ
と
を
主
張
す
る
ギ
ン
ジ
と
を
比
較
し
、「
生

き
づ
ら
さ
を
抱
え
て
い
る
人
に
寄
り
添
い
た
い
」「
社
会
の
中
で
こ
の
物
語
を
必
要
と
し
て
い
る
人
に
届
け
た
い
」
と
い
う
ギ
ン
ジ
の
発
言
に
疑

問
を
抱
く
。
し
か
し
後
日
、
花
奈
が
ギ
ン
ジ
の
舞
台
の
ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
を
「
な
る
ほ
ど
ー
っ
て
思
っ
た
も
ん
、
あ
た
し
」
と
受
容
し
、
生
活
に

取
り
入
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
朝
井
リ
ョ
ウ
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
語
っ
た
、「
何
者
か
」
の
基
準
で
あ
る
。
朝
井

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

僕
は
、「
何
者
か
」
と
言
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
は
、
本
の
中
で
書
い
た
言
葉
を
使
う
と
、「
自
分
と
は
違
う
場
所
を
見
て
る
誰

か
の
目
線
の
先
に
、
自
分
の
中
の
も
の
を
置
け
る
か
ど
う
か
」
だ
と
思
い
ま
す
。
要
は
、
ネ
ッ
ト
で
叩
か
れ
る
か
っ
て
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん（
笑
）。
た
と
え
ば
隆
良
の
場
合
は
、そ
こ
に
興
味
が
あ
る
人
し
か
集
ま
ら
な
い
サ
イ
ト
や
、興
味
が
あ
る
人
し
か
手
に
取
ら
な
い
フ
リ
ー

ペ
ー
パ
ー
に
文
章
を
書
い
て
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
「
何
者
か
」
と
は
言
え
な
い
気
が
し
ま
す
。

（
６
）

　
「
き
み
だ
け
の
絶
対
」
に
お
い
て
、
本
来
観
劇
す
る
余
裕
の
な
い
生
活
を
送
る
花
奈
に
よ
る
ギ
ン
ジ
の
脚
本
の
受
容
は
、「
自
分
と
は
違
う
場

所
を
見
て
る
誰
か
の
目
線
の
先
に
、
自
分
の
中
の
も
の
を
置
」
い
た
一
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
朝
井
の
基
準
に
依
れ
ば
、『
何
者
』
時

点
で
掲
示
板
に
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
を
書
き
込
ま
れ
て
い
た
ギ
ン
ジ
は
、
既
に
「
何
者
か
」
に
な
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
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以
上
、『
何
様
』
を
参
照
し
て
登
場
人
物
の
考
察
を
進
め
て
き
た
。
光
太
郎
が
現
実
を
直
視
し
て
就
活
を
行
っ
て
い
た
こ
と
や
、
理
香
が
隆
良

に
同
棲
を
申
し
込
む
経
験
が
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
カ
ッ
コ
悪
い
姿
の
ま
ま
」
あ
が
い
た
ギ
ン
ジ

が
「
何
者
か
」
に
な
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

四

　

以
上
の
検
証
を
踏
ま
え
、
登
場
人
物
を
捉
え
な
お
し
て
い
こ
う
。

　

光
太
郎
は
、
ノ
リ
と
要
領
の
良
さ
で
就
活
を
制
し
た
人
物
で
は
な
く
、
高
校
時
代
に
現
実
を
直
視
し
、
一
度
「
ド
ラ
マ
の
主
人
公
」
を
降
板

し
た
う
え
で
、
現
実
に
根
差
し
た
新
た
な
目
標
と
ド
ラ
マ
を
見
出
し
た
人
物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

瑞
月
は
一
貫
し
て
、
現
実
に
根
を
張
ら
ざ
る
を
得
ず
、
本
来
実
現
可
能
と
思
わ
れ
た
目
標
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
人
物
と
し
て
読

む
こ
と
が
で
き
た
。

　

理
香
は
他
者
と
比
較
し
て
自
分
の
立
場
が
上
で
あ
る
こ
と
を
必
死
に
確
認
し
よ
う
と
す
る
人
物
か
ら
、
自
己
の
愚
か
さ
や
恥
ず
か
し
さ
を
直

視
し
な
が
ら
努
力
を
重
ね
る
人
物
と
し
て
の
側
面
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

　

隆
良
は
自
分
と
近
い
考
え
に
閉
じ
こ
も
り
、
現
実
逃
避
を
し
つ
つ
、
自
分
が
他
者
を
ジ
ャ
ッ
ジ
す
る
と
い
う
前
提
を
固
持
し
て
い
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、瑞
月
の
啖
呵
を
受
け
た
後
、理
香
の
前
で
着
飾
ら
な
い
様
子
が
描
か
れ
る
。
映
画
版
で
は
拓
人
に
「
な
ん
か
、俺
、

散
々
偉
そ
う
な
こ
と
言
っ
ち
ゃ
っ
た
け
ど
、
本
気
で
就
活
し
よ
う
と
思
っ
て
。」
と
宣
言
す
る
シ
ー
ン
が
挿
入
さ
れ
、
前
向
き
な
変
化
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。
映
画
版
の
監
督
・
三
浦
大
輔
に
つ
い
て
朝
井
リ
ョ
ウ
は
「
小
説
な
の
で
ど
う
し
て
も
書
き
言
葉
っ
ぽ
い
部
分
も
あ
る
。
し
か
し
、

そ
こ
も
含
め
て
脚
本
に
そ
の
ま
ま
活
か
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
、
原
作
を
尊
重
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。」

（
７
）

と
述
べ
て
い
る
。
原
作
に
忠
実
に
作
ら

れ
た
映
画
に
お
け
る
改
変
部
分
は
、ス
ト
ー
リ
ー
の
変
更
と
い
う
よ
り
、鑑
賞
者
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た
め
の
改
変
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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隆
良
が
現
実
を
受
け
止
め
、
現
実
に
接
近
し
て
い
く
と
い
う
方
向
性
を
、
映
画
版
は
わ
か
り
や
す
く
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

拓
人
は
観
察
者
気
取
り
で
就
活
の
様
子
を
俯
瞰
し
な
が
ら
夢
を
諦
め
き
れ
ず
に
い
た
が
、
目
を
背
け
て
い
た
「
カ
ッ
コ
悪
い
自
分
」
を
認
め
、

地
に
足
の
つ
い
た
一
歩
を
踏
み
出
す
人
物
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
検
証
を
通
し
て
、
仲
間
の
啓
蒙
を
受
け
て
も
な
お
カ
ッ

コ
悪
く
努
力
す
る
こ
と
に
舵
を
切
り
き
れ
ず
、
個
性
的
な
自
分
に
対
す
る
幻
想
を
捨
て
ら
れ
な
い
人
物
と
し
て
の
姿
が
立
ち
現
れ
て
き
た
。

　

朝
井
リ
ョ
ウ
は
『
何
者
』
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
代
の
就
活
を
書
こ
う
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ま
で
は
自
分
を
う
ま
く
ご
ま
か
し
て
き
た
人
た
ち
が
、
初
め
て
自
分
を
自
分
と
し
て
認
め

て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
時
に
何
が
起
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
書
き
た
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
格
好
の
舞
台
が
、

就
活
だ
っ
た
だ
け
で
。

（
６
）

　

作
中
で
は
、
現
実
を
受
け
止
め
る
、
現
実
逃
避
と
自
己
正
当
化
、
現
実
を
認
め
た
う
え
で
理
想
を
目
指
し
て
あ
が
く
と
い
う
三
パ
タ
ー
ン
の

姿
が
描
か
れ
た
。『
何
者
』
を
、
就
活
と
い
う
特
定
の
事
象
で
は
な
く
、
自
分
を
自
分
と
し
て
認
め
て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
局
面
を

描
い
た
物
語
と
し
て
定
義
す
る
と
、
物
語
結
末
ま
で
現
実
逃
避
・
自
己
正
当
化
を
し
て
い
る
人
物
と
し
て
分
類
さ
れ
る
の
は
拓
人
だ
け
と
な
る

の
だ
。

　

以
上
か
ら
、
結
末
ま
で
「
何
者
か
」
と
「
個
性
的
な
自
分
」
を
結
び
付
け
た
幻
想
を
捨
て
ら
れ
て
い
な
い
拓
人
の
前
途
は
明
る
い
と
は
い
え

な
い
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
従
来
は
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
拓
人
の
前
途
に
対
す
る
希
望
を
感

じ
る
読
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
に
は
読
者
が
抱
く
「
個
性
的
な
自
分
」
へ
の
期
待
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
何
者
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
あ
り
方
と
結
末
に
つ
い
て
、
拓
人
の
語
り
を
中
心
に
本
文
の
分
析
を
映
画
「
何
者
」、『
何
様
』

と
絡
め
な
が
ら
再
検
討
し
た
。
結
果
、
前
述
の
よ
う
に
登
場
人
物
の
見
方
に
変
化
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
現
実
的
な
眼
差
し
を
も
っ
て
就
活

し
た
者
が
内
定
を
獲
得
し
て
い
る
と
分
か
っ
た
。
た
だ
し
、
光
太
郎
は
「
就
活
は
終
わ
っ
た
け
ど
、
俺
、
何
に
も
な
れ
た
気
が
し
ね
え
」
と
発

言
し
て
お
り
、
内
定
を
獲
得
す
る
こ
と
が
、「
何
者
か
」
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
作
者
朝
井
に
よ
れ
ば
、「
何
者
か
」
と

は
「
自
分
と
は
違
う
場
所
を
見
て
る
誰
か
の
目
線
の
先
に
、
自
分
の
中
の
も
の
を
置
け
る
か
ど
う
か
」
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
批
判
を

受
け
な
が
ら
も
、
カ
ッ
コ
悪
い
自
分
の
ま
ま
、
自
身
の
創
作
を
提
出
し
続
け
た
ギ
ン
ジ
は
「
何
者
か
」
に
な
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
、

自
身
の
暗
い
感
情
と
も
向
き
合
い
な
が
ら
カ
ッ
コ
悪
く
努
力
し
続
け
る
理
香
は
こ
の
点
で
ギ
ン
ジ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
内
定
を
獲
得
、
も

し
く
は
「
何
者
か
」
に
な
れ
る
可
能
性
が
あ
る
人
物
だ
と
い
え
る
。
隆
良
も
瑞
月
の
言
葉
で
変
化
を
見
せ
、
物
語
開
幕
時
よ
り
前
向
き
な
方
向

に
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
拓
人
は
、
瑞
月
の
啖
呵
を
彼
女
の
家
庭
事
情
に
同
情
す
る
材
料
と
し
て
処
理
し
自
分
の
こ
と
と
し
て
考

え
ず
、
理
香
と
の
対
峙
の
場
面
で
は
「
ち
が
う
」「
わ
か
っ
て
る
」
と
理
香
の
言
葉
を
否
定
し
続
け
る
。
さ
ら
に
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
面
接
で
は

対
策
を
せ
ず
奇
を
衒
っ
た
回
答
を
す
る
。
仲
間
の
言
葉
が
届
か
ず
、
結
末
ま
で
「
何
者
か
」
と
「
個
性
的
な
自
分
」
を
結
び
付
け
た
幻
想
を
捨

て
ら
れ
て
い
な
い
拓
人
の
前
途
は
、「
大
丈
夫
だ
。」
と
明
る
く
語
ら
れ
る
が
、
実
際
は
明
る
い
と
は
い
え
な
い
と
い
え
る
。
拓
人
に
よ
る
語
り

の
編
集
の
結
果
、
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
拓
人
の
前
途
に
対
す
る
希
望
を
感
じ
る
読
解
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
個
性
的
な
自
分
」
へ
の
幻
想
を
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
拓
人
だ
が
、
現
代
に
お
け
る
「
個
性
」
を
山
田
雅
彦
は
「
個
性
と
は
逸
脱
と
し
て
制
裁

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
異
端
で
あ
る
。」

（
８
）

と
定
義
す
る
。
そ
の
う
え
で
、「
こ
れ
か
ら
の
社
会
で
求
め
ら
れ
る
の
は

単
に
個
性
的
な
人
物
4

4

で
は
な
く
個
性
的
な
人
材

4

4

な
の
で
あ
る
。」
と
論
を
展
開
し
て
い
る
。「
個
性
的
な
人
材

4

4

」
が
求
め
ら
れ
て
い
な
が
ら
、「
個

性
的
」
な
あ
り
方
は
社
会
の
容
認
を
要
す
る
時
代
に
本
作
は
位
置
し
て
い
る
。
社
会
に
容
認
さ
れ
な
い
「
個
性
」
に
対
す
る
作
者
朝
井
の
意
識
は
、
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本
作
か
ら
約
八
年
後
の
二
〇
二
一
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
正
欲
』（

９
）に

見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　

こ
う
し
た
時
代
状
況
を
共
有
し
て
い
る
以
上
、
拓
人
の
語
り
の
編
集
だ
け
で
な
く
、
読
者
の
側
に
も
、「
個
性
的
な
自
分
」
で
あ
ろ
う
と
す
る

拓
人
に
対
し
て
無
意
識
的
に
希
望
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

朝
井
は
、
拓
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
何
者
』
は
、
朝
井
リ
ョ
ウ
＝
二
宮
拓
人
（
主
人
公
）
＝
読
者
と
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
っ
て
書
き
ま
し
た
。
主
人
公
は
就
職
活
動
に
前

の
め
り
に
な
っ
て
い
く
人
を
少
し
斜
め
か
ら
、
冷
静
に
見
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
読
者
に
は
拓
人
と
一
緒
に
「
こ
う
い
う
ダ
セ
ェ

人
い
る
よ
な
～
」
と
読
ん
で
も
ら
っ
た
上
で
、
最
後
に
「
ダ
サ
い
の
は
あ
な
た
で
す
！
」
と
ひ
っ
く
り
返
し
て
や
り
た
か
っ
た
。）

（1
（

　

つ
ま
り
、読
者
と
作
者
は
拓
人
を
介
し
て
リ
ン
ク
し
て
お
り
、広
く
大
衆
の
意
識
を
背
負
い
込
ん
だ
存
在
が
拓
人
で
あ
る
。「
逸
脱
」
と
「
異
端
」

と
の
あ
わ
い
で
、他
者
と
の
差
別
化
を
試
み
て
自
己
の
提
示
す
る「
個
性
」が
、社
会
に
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。「
自
分
と
は
何
か
」、

は
っ
き
り
さ
せ
た
い
。「
何
者
か
」
で
あ
り
た
い
。
そ
う
し
た
大
衆
の
願
い
が
、
拓
人
の
前
途
を
照
ら
そ
う
と
し
た
の
だ
。

（
１
）
榎
本
正
樹
「
書
評
─
朝
井
リ
ョ
ウ
『
何
者
』
─
新
潮
社
」
二
〇
二
一
年
一
二
月
一
日
閲
覧

https://w
w

w
.shinchosha.co.jp/w

adainohon/333061/shohyo.htm
l

（
２
）『
何
者
』

－

本
の
あ
ら
す
じ
・
感
想
・
レ
ビ
ュ
ー

－

読
書
メ
ー
タ
ー　

二
〇
二
一
年
一
二
月
一
日
閲
覧

https://bookm
eter.com

/books/5581016

（
３
）
本
稿
に
お
け
る
『
何
様
』
収
録
作
品
の
参
照
は
全
て
、
朝
井
リ
ョ
ウ
『
何
様
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
九
・
六
）
に
依
る
。
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（
４
）
本
稿
に
お
け
る
『
何
者
』
本
文
の
参
照
は
全
て
、
朝
井
リ
ョ
ウ
『
何
者
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
二
・
七
）
に
依
る
。

（
５
）
佐
藤
多
佳
子
・
朝
井
リ
ョ
ウ
「『
明
る
い
夜
に
出
か
け
て
』
／
『
何
様
』
刊
行
記
念
対
談　
『
何
者
』
映
画
化
も　

小
説
の
光
が
照
ら
し
だ
す
も
の
」

（『
波
』
五
〇
巻
一
一
号
、
二
〇
一
六
年
一
一
月
）

（
６
）
古
市
憲
寿
・
朝
井
リ
ョ
ウ
「「
就
活
」
と
い
う
窓
か
ら
見
え
る
も
の
」（『
新
潮
４
５
』
三
二
巻
、
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
７
）
宇
都
宮
徹
「
朝
井
リ
ョ
ウ
さ
ん
、
就
活
っ
て｢

何
者｣

で
す
か
？
直
木
賞
作
家
が
描
く
、
就
活
の
リ
ア
ル
と
本
質
」
朝
井
リ
ョ
ウ
さ
ん
、
就
活
っ

て｢

何
者｣
で
す
か
？ 

─
就
職
四
季
報
プ
ラ
ス
ワ
ン 

─ 

東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン | 

社
会
を
よ
く
す
る
経
済
ニ
ュ
ー
ス (toyokeizai.net

）（
二
〇

二
二
年
一
月
二
九
日
閲
覧
）

（
８
）
山
田
雅
彦
「
個
性
的
で
あ
る
こ
と
の
過
酷
さ
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
─
「
個
性
を
生
か
す
教
育
」
再
考
─
」（『
学
校
教
育
研
究
』
一
四
巻
、
一
九

九
九
年
八
月
）

（
９
）
朝
井
リ
ョ
ウ
『
正
欲
』（
新
潮
社
、
二
〇
二
一
・
三
）

（
10
）
朝
井
リ
ョ
ウ
「
な
ぜ
僕
た
ち
は
「
就
活
」
に
お
び
え
る
か　

特
集　

大
学
と
人
材
─
「
育
て
る
」「
求
め
る
」
の
乖
離
」（『
中
央
公
論
』
一
二
八
巻
、

二
〇
一
三
年
二
月
）

（
国
文
学
科
四
年
生
）




