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「
人
生
相
渉
論
争
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を
め
ぐ
る
二
、

三
の
問
題

水
　
　
上

勲

　
〃
人
生
相
渉
論
争
〃
に
は
、
今
日
で
も
な
お
著
し
い
評
価
の
食
い
違
い
が
あ

り
、
論
者
に
よ
っ
て
そ
の
数
だ
け
ち
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で

あ
る
。
こ
の
論
争
を
、
愛
山
側
の
「
文
学
功
用
説
」
に
対
す
る
透
谷
の
「
文
学

自
律
説
」
の
対
立
関
係
に
お
い
て
見
る
点
で
は
、
諸
家
の
内
に
さ
し
て
異
論
は

な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
背
後
に
何
を
見
る
か
に
よ
っ
て
か
な
り
の
差

異
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
愛
山
側
に
政
治
的
文
学
・
史
論
・
硬
文
学
Ｈ
民
友
社
系
文
学
を

み
、
透
谷
側
に
非
政
浴
的
文
学
・
美
的
ロ
マ
ン
主
義
・
軟
文
学
ｕ
『
文
学
界
』

派
又
学
を
み
る
、
と
い
う
ふ
う
に
拡
大
し
て
い
く
な
ら
、
”
人
生
相
渉
論
争
〃

で
は
愛
山
よ
り
透
谷
を
無
条
件
に
優
位
に
み
て
も
、
必
ず
し
も
『
文
学
界
』
派

ロ
マ
ン
主
義
（
代
表
を
若
き
藤
村
に
見
る
）
を
民
友
杜
系
文
学
（
た
と
え
ば
内

田
魯
庵
な
ど
）
の
上
位
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
論
が
成
り
立
っ
。

即
ち
「
文
学
功
用
説
」
対
「
自
律
説
」
を
、
政
治
と
文
学
と
い
う
拮
抗
関
係
で

と
ら
え
る
と
す
る
と
、
一
概
に
『
文
学
界
』
的
な
非
政
治
的
文
学
を
、
三
十
年

代
に
杜
会
小
説
論
を
唱
え
た
内
田
魯
庵
よ
り
高
く
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
こ
う
し
た
評
価
の
対
立
は
、
最
近
で
は
、
な
か
ん
づ
く
平
岡
敏
夫
氏
と
桶
谷

　
　
　

秀
昭
氏
の
間
に
き
わ
だ
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詳
し
く
は
ふ

れ
ら
れ
な
い
が
、
簡
単
に
両
氏
の
対
立
点
を
の
べ
て
お
く
な
ら
ば
、
平
岡
氏
の

透
谷
論
は
、
周
知
の
と
お
り
透
谷
に
お
け
る
「
国
民
」
意
識
の
創
出
に
力
点
を

お
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
か
ら
文
学
へ
と
い
う
一
直
線
コ
ー
ス
の
上
に
お

　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
て
の
み
透
谷
を
見
る
の
で
は
な
く
、
透
谷
に
お
け
る
民
衆
把
握
の
問
題
も
含

ん
で
、
そ
の
思
想
・
文
学
の
現
実
的
杜
会
的
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
す
く
い
あ

げ
よ
う
と
さ
れ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
桶
谷
氏
の
透
谷
論
で
は
、
透
谷
に
お
け
る
暗
黒
面
（
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
）
が
正
面
に
う
ち
だ
さ
れ
、
そ
の
奈
落
に
お
ち
い
っ
た
透
谷
に
は
「
思
想

の
思
想
」
の
創
造
こ
そ
が
課
題
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
い
っ
さ
い
の
政
治
思

想
の
水
面
下
に
か
ろ
う
じ
て
見
え
、
情
況
論
に
は
決
し
て
還
元
で
き
ぬ
根
源
的

な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
平
岡
透
谷
説
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ

ィ
論
は
「
思
想
家
の
剥
製
」
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。



　
”
人
生
相
渉
論
争
〃
に
つ
い
て
い
え
ば
、
平
岡
氏
が
愛
山
・
透
谷
同
一
陣
営

説
を
立
て
よ
う
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
桶
谷
氏
は
両
者
を
本
質
的
に
（
思
想
の

根
底
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
）
区
別
さ
れ
、
透
谷
を
愛
山
よ
り
は
る
か
に
高

く
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
岡
氏
は
透
谷
の
敵
と
し
て
硯
友
社
文
学
を
よ
り
強

く
意
識
さ
れ
る
の
に
対
し
、
桶
谷
氏
は
徳
冨
蘇
峰
を
よ
り
意
識
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
抽
象
す
れ
ば
、
透
谷
を
真
の
「
近
代
」
文
学
者
と
み
る
か
、
ま
っ
た
く

逆
に
「
反
近
代
」
的
文
学
者
と
み
る
か
、
と
い
っ
た
根
本
的
に
近
代
文
学
史
観

に
か
か
わ
る
よ
う
な
違
い
も
、
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
平
岡
・
桶
谷
両
氏
の
対
立
関
係
は
、
戦
後
民
主
主
義
文
学
理
念
の

崩
壊
し
た
昭
和
四
十
年
代
に
お
け
る
「
政
治
と
文
学
」
論
の
反
映
と
し
て
も
き

わ
め
て
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
両
氏
の
論
争
の
根
底
は
深
く
、
広
範
囲
に
わ

た
っ
て
お
り
、
今
こ
こ
で
早
急
な
結
論
を
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
今
後
さ

ら
に
深
め
ら
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
他
に
も
小
田

　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

切
氏
の
透
谷
論
、
笹
淵
氏
の
透
谷
論
な
ど
の
著
名
な
も
の
も
、
各
々
微
妙
な
評

価
の
違
い
を
見
せ
、
さ
ら
に
は
こ
う
し
た
き
わ
め
て
高
い
透
谷
評
価
そ
の
も
の

を
否
定
し
よ
う
と
す
る
傾
き
も
存
在
し
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
私
も
、
以
下
”
人
生
相
渉
論
争
〃
に
っ
い
て
、
私
な
り
の
見
解
を
の
べ
て
い

き
た
い
の
で
あ
る
が
、
右
に
の
べ
た
評
価
の
対
立
の
様
相
を
念
頭
に
お
い
た
上

で
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
で
き
る
限
り
透
谷
・
愛
山
論
争
を
「
政
治
と
文

学
」
論
争
と
い
っ
た
次
元
に
ま
で
拡
大
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
に
透
谷
の

　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

論
理
構
造
を
追
求
す
る
中
で
、
そ
の
問
題
件
を
探
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ

る
Ｏ

　
　
　
　
　
※

　
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
何
の
謂
ぞ
』
　
（
明
・
２
６
・
２
）
に
お
い
て
、
確
か
に

透
谷
は
、
愛
山
流
の
文
学
功
用
論
を
否
定
し
、
文
学
自
律
論
を
説
い
て
い
る
と

い
え
る
。
彼
は
デ
て
こ
で
愛
山
を
「
平
民
灼
批
評
家
と
し
て
の
活
用
論
者
」
と
呼

び
、
サ
一
、
の
文
学
即
事
業
説
に
反
対
し
て
、
文
学
の
「
聖
浄
に
し
て
犯
す
べ
か
ら

ざ
る
」
権
威
に
っ
い
て
語
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
透
谷
は

サ
て
う
し
た
意
味
で
の
自
律
的
文
学
を
「
人
問
の
霊
魂
を
建
築
せ
ん
と
す
る
の
技

師
」
と
か
「
空
を
撃
ち
虚
を
狙
ひ
、
空
の
空
な
る
事
業
を
な
し
て
、
戦
争
の
中

途
に
何
れ
へ
か
去
る
こ
と
を
常
と
す
る
も
の
」
と
か
、
　
「
天
地
の
眼
り
な
き
ミ

ス
テ
リ
ー
を
目
掛
け
て
撃
っ
」
と
か
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

　
こ
の
、
一
見
き
わ
め
て
観
念
的
で
、
空
疎
に
な
り
か
ね
な
い
透
谷
の
論
理
に

と
っ
て
、
何
よ
り
問
趣
と
な
る
の
は
、
　
「
空
の
空
の
空
を
撃
ち
て
、
星
に
ま
で

達
せ
ん
」
と
す
る
人
学
者
の
戦
い
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
意
義
あ
る
も
の
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
現
実
の
火
学
状
況
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
そ
れ

が
創
造
的
意
義
を
も
ち
え
た
と
い
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
「
空
の

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

空
な
る
事
業
」
の
内
実
が
何
よ
り
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
あ
ら
か
じ
め
言
っ
て
お
け
ば
、
山
路
愛
山
は
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
』
に
対

す
る
反
批
判
の
中
で
、
透
谷
を
「
禅
僧
の
如
き
山
人
の
如
き
、
世
の
所
謂
す
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

者
の
如
き
超
然
独
を
楽
し
む
主
我
的
観
念
」
（
『
凡
神
的
唯
心
的
傾
向
に
就

て
』
明
・
２
６
・
４
『
国
民
之
友
』
）
と
批
判
し
た
。
そ
の
批
判
が
正
当
か
ど
う

か
と
い
う
こ
と
と
も
そ
の
こ
と
は
か
か
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　
従
来
、
こ
の
点
は
あ
ま
り
強
調
さ
れ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
オ
ー
ス

に
思
わ
れ
る
が
、
透
谷
は
こ
の
論
の
中
で
「
力
と
し
て
の
自
然
」
と
「
大
自
在

の
霊
世
界
」
と
し
て
の
自
然
と
を
区
別
し
て
と
ら
え
、
一
種
の
二
元
論
的
論
理

を
腿
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
よ
う
に
思
う
。

　
「
自
然
は
吾
人
に
服
従
を
命
ず
る
も
の
な
り
、
　
『
力
』
と
し
て
の
自
然
は
、

吾
人
を
暴
圧
す
る
こ
と
を
揮
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
　
「
誘
惑
』
を
向
け
、
　
『
慾

情
』
を
向
け
、
　
『
空
想
』
を
向
け
、
吾
人
を
し
て
殆
ど
孤
城
落
日
の
地
位
に
立

た
し
む
る
を
好
む
も
の
な
り
、
而
し
て
吾
人
は
或
る
度
ま
で
は
必
ら
ず
服
従
せ

ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
『
運
命
』
、
然
り
、
悲
し
き
『
運
命
』
に
包
ま
れ
て
あ
る
な

り
。
」
　
「
然
れ
ど
も
自
然
は
吾
人
を
し
て
『
失
望
落
晩
』
の
極
、
遂
に
甘
ん
じ

て
自
然
の
力
に
服
従
し
了
る
ま
で
に
、
吾
人
を
困
碧
せ
し
め
ざ
る
な
り
。
　
（
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

略
）
吾
人
は
吾
人
の
霊
魂
を
し
て
肉
と
し
て
吾
人
の
失
ひ
た
る
自
由
を
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
い
ま
ま

大
自
在
の
霊
世
界
に
向
っ
て
縦
に
握
ら
し
む
る
事
を
得
る
な
り
。
」
　
（
傍
点
－

水
上
）

　
「
力
と
し
て
の
自
然
」
即
ち
「
肉
と
し
て
の
吾
人
」
に
閉
ざ
さ
れ
、
悲
し
き

「
運
命
」
の
下
に
繋
が
れ
ざ
る
を
え
ぬ
人
間
は
、
し
か
し
「
大
自
在
の
霊
世

界
」
の
精
神
的
自
由
を
の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
別
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

と
こ
ろ
で
は
、
　
「
悲
し
き
５
冒
岸
は
人
問
の
四
面
に
鉄
壁
を
設
け
て
、
人
間

を
し
て
、
或
る
卑
野
な
る
生
涯
を
脱
す
る
こ
と
能
は
ざ
ら
し
む
。
」
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ア
リ
テ
イ

「
世
界
大
の
世
界
を
離
れ
て
、
大
大
大
の
実
在
を
現
象
世
界
以
外
に
求
む
る
に

あ
ら
ず
ん
ば
止
ま
ざ
る
な
り
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

　
人
間
は
朴
ど
い
心
か
自
我
に
囲
ま
れ
、
世
界
大
の
世
界
を
ぬ
け
き
れ
な
い

が
、
し
か
し
自
然
に
は
美
妙
な
る
絶
対
的
の
も
の
、
大
自
在
の
妙
機
と
い
わ
れ

る
も
の
が
存
在
す
る
と
し
、
実
を
脱
し
て
大
自
然
の
霊
世
界
に
躍
り
こ
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
失
わ
れ
た
自
由
が
回
復
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
応
、
こ
う

し
た
透
谷
の
く
実
世
界
Ｖ
の
否
定
に
よ
る
く
想
世
界
Ｖ
の
確
立
と
い
う
論
理

を
、
二
元
論
的
な
「
実
」
と
「
想
」
と
の
対
立
相
剋
と
と
ら
え
て
よ
い
だ
ろ

・
つ
。

　
こ
う
し
た
「
実
」
と
「
想
」
と
の
、
肉
体
と
精
神
と
の
二
元
論
的
対
立
の
論
理

は
こ
こ
で
始
め
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
透
谷
に
と
っ
て
は

な
じ
み
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
つ
と
に
『
楚
因
之
詩
』
　
（
明
．

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

２
２
・
４
）
に
お
い
て
内
な
る
牢
獄
に
と
ら
わ
れ
、
自
由
を
求
め
て
沖
吟
す
る
主

人
公
を
知
っ
て
い
る
し
、
『
我
牢
獄
』
（
明
・
２
５
・
６
）
に
お
い
て
も
「
奇
し
き

か
な
、
我
は
吾
天
地
を
牢
獄
と
観
ず
る
と
共
に
、
我
が
霊
魂
の
半
魂
を
牢
獄
の

外
に
置
く
が
如
き
心
地
す
る
こ
と
あ
り
。
」
と
い
う
主
人
公
を
見
て
い
る
。
彼

ら
は
い
ず
れ
も
自
我
の
内
部
に
く
牢
獄
Ｖ
と
く
自
由
Ｖ
と
い
う
二
元
的
分
裂
を

負
っ
て
い
た
。
も
っ
と
有
名
な
部
分
で
は
、
　
『
蓬
莱
曲
』
　
（
明
．
２
４
．
５
）



巾
、
柳
田
素
雄
の
端
的
な
告
白
が
あ
る
。
「
お
も
へ
ば
わ
が
内
に
は
、
か
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

ず
和
ら
が
ぬ
両
／
つ
の
性
の
あ
る
ら
し
、
へ
）
と
っ
は
神
性
、
ひ
と
っ
／
は
人
性
、

こ
の
ふ
た
っ
は
わ
が
内
に
／
小
休
な
き
戦
ひ
を
な
し
て
、
わ
が
死
ぬ
生
命
の
尽

／
く
る
時
ま
で
は
、
わ
れ
を
病
ま
せ
疲
ら
せ
悩
ま
す
／
ら
ん
。
」

煩
わ
し
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
う
少
し
引
用
を
続
け
る
と
、
　
『
厭

世
詩
家
と
女
性
』
　
（
明
・
２
５
・
２
）
に
も
い
う
ま
で
も
な
く
は
っ
き
り
同
じ
対

立
が
見
ら
れ
た
。
〈
想
世
界
Ｖ
と
く
実
世
界
Ｖ
と
の
対
立
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
恋
愛
量
単
純
な
る
思
慕
な
ら
ん
や
、
想
世
界
と
実
世
界
と
の
争
戦
よ
り
想
世

界
の
敗
将
を
し
て
立
籠
ら
し
む
る
牙
城
と
な
る
の
は
、
即
ち
恋
愛
な
り
。
」
『
心

機
妙
変
を
論
ず
』
　
（
明
・
２
５
・
９
）
で
は
、
や
は
り
「
神
の
如
き
性
」
と
「
人

の
如
き
性
」
と
の
戦
い
が
い
わ
れ
て
い
る
。
「
神
の
如
き
性
、
人
の
中
に
あ
り
、

人
の
如
き
性
、
人
の
中
に
あ
り
、
此
二
者
は
常
久
の
戦
士
な
り
、
　
（
中
略
）
こ

の
両
性
の
相
闘
ふ
時
に
精
神
活
き
て
長
梯
を
登
る
の
勇
気
あ
り
。
」

　
さ
ら
に
そ
う
し
た
点
で
注
目
す
べ
き
論
又
が
『
他
界
に
対
す
る
観
念
」
（
明
・

２
５
・
１
０
）
で
あ
る
。
や
や
詳
し
く
い
う
と
、
そ
こ
で
彼
は
、
西
欧
に
お
け
る

ヂ
ユ
ア
リ
ズ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
プ
ン
リ
ー
・
パ
ワ
ー
　
サ
タ
ニ
ツ
ク
・
パ
ワ
ー

二
元
論
を
高
く
評
価
し
、
　
「
天
力
」
　
「
魔
力
」
と
も
に
人
問
の
観
念
の
区
域
を

拡
大
し
た
も
の
で
、
　
「
基
督
の
神
性
は
東
洋
の
唯
心
的
思
想
が
達
せ
し
む
る
能

は
ざ
る
と
こ
ろ
に
観
念
を
及
さ
し
む
る
と
共
に
、
サ
タ
ン
の
魔
性
は
東
洋
の
悪

鬼
思
想
の
到
ら
ざ
る
と
こ
ろ
ま
で
観
念
を
達
せ
し
む
。
」
と
述
べ
、
日
本
的
伝

統
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
『
竹
取
』
　
『
羽
衣
』
な
ど
に
っ
い
て
、
「
こ
の

　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

冥
想
、
こ
の
観
念
（
他
界
に
対
す
る
－
水
上
）
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
。
」

と
批
判
し
た
。

　
透
谷
が
こ
こ
で
東
洋
灼
唯
心
的
一
元
論
（
月
宮
）
に
丸
し
て
、
西
欧
的
二
元

論
（
神
と
サ
タ
ン
）
を
優
位
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
我
が
国
の
文
学
的
思
想
的
伝
統
に
お
い
て
、
二
元
的
対
立
の
す
さ
ま
じ
い
格

闘
が
見
ら
れ
ず
、
唯
心
的
な
自
然
・
自
己
の
一
体
感
に
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
が
解
消

さ
れ
て
い
く
傾
向
の
存
征
す
る
こ
と
は
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
論
又
で
透
谷
の
つ
い
た
所
も
ま
さ
し
く
そ
の
点
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
み
て
く
れ
ば
、
透
谷
に
と
っ
て
、
霊
肉
二
元
論
の
有
し
て
い
た
意

義
が
明
瞭
と
な
る
。
彼
が
『
厭
廿
詩
家
と
女
性
』
に
お
い
て
「
恋
愛
」
の
神
聖

さ
を
説
き
、
〈
想
世
界
Ｖ
の
尊
厳
を
王
張
し
た
の
も
、
全
て
現
象
世
界
と
し
て

　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

の
実
に
対
す
る
反
措
定
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
当
然
実
と
想
と
の
緊
張
し

た
対
立
関
係
が
生
ま
れ
、
そ
の
は
り
っ
め
た
緊
張
こ
そ
が
透
谷
思
想
の
何
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヂ
ュ
ア
リ
ズ
ム

の
魅
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
透
谷
は
彼
な
り
に
西
欧
の
二
元
論
を
自
己
の
論
理

　
　
　
ヘ
プ
ン
リ
ー
・
パ
ワ
ー

と
し
、
「
天
力
」
と
し
て
の
く
想
世
界
Ｖ
の
意
義
を
確
立
す
る
た
め
に
、
硯
友

社
．
民
友
社
の
思
想
文
学
と
戦
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
〃
人
生

相
渉
論
争
〃
に
か
え
っ
て
い
え
ぱ
、
透
谷
は
愛
山
の
文
学
功
用
論
に
、
実
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
間
題

を
あ
く
ま
で
離
れ
え
な
い
ー
離
れ
た
と
し
て
も
粟
洋
的
唯
心
的
で
し
か
な
い
ー

二
兀
論
的
欠
陥
を
見
た
と
い
い
う
る
。
愛
山
に
せ
よ
、
蘇
峰
に
せ
よ
、
進
化
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

的
二
兀
論
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
　
　
　
　
、

　
『
他
界
に
対
す
る
観
念
』
で
、
さ
ら
に
透
谷
は
い
っ
て
い
る
。
　
「
我
風
流
吟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

客
を
迷
は
せ
る
も
の
、
雪
月
花
の
外
は
あ
ら
ず
、
此
一
事
も
亦
た
以
て
我
文
学

の
他
界
に
対
す
る
美
妙
の
観
念
に
乏
し
き
を
証
す
る
に
足
る
べ
し
。
（
中
略
）

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

実
界
に
の
み
馳
求
す
る
思
想
は
、
高
遠
な
る
思
慕
を
産
ま
ず
、
我
恋
愛
道
の
、

肉
晴
を
先
に
し
て
真
正
の
愛
情
を
後
に
す
る
所
以
、
葱
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
少

し
と
せ
ず
。
」
　
（
傍
点
－
水
上
）

　
「
雪
月
花
」
し
か
求
め
な
い
文
学
は
、
実
界
し
か
問
題
と
せ
ぬ
思
想
と
裏
腹

の
関
係
に
あ
り
、
両
者
を
透
谷
は
二
元
論
的
相
剋
と
い
う
立
場
か
ら
排
撃
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
愛
山
は
も
っ
ば
ら
功
利
主
義
者
実
用
論
者
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
　
『
詩
人
論
』
　
（
明
・
２
６
・
８
『
国
民
新
聞
』
）
と
い
っ
た
論
文
を
書
い
て

い
る
し
、
周
知
の
よ
う
に
徳
富
蘇
峰
に
は
そ
う
し
た
傾
向
は
も
っ
と
強
く
あ
っ

た
。
　
『
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ヨ
ン
』
　
（
明
・
２
１
・
５
『
国
民
之
友
』
）
　
『
新
日
本

之
詩
人
』
　
（
明
２
１
・
８
同
上
）
『
幽
寂
』
　
（
明
・
２
３
・
ｕ
同
上
）
な
ど
を
見
れ

ば
、
単
な
る
功
利
論
者
以
外
の
思
い
が
け
な
い
神
秘
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
一

面
を
私
た
ち
は
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
、
透
谷
の
「
空
を
撃
ち
虚
を
狙
ひ
、
空
の
空
な
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

業
を
な
し
て
、
戦
争
の
中
途
に
何
れ
へ
か
去
る
こ
と
を
常
と
す
る
」
と
こ
ろ
の

戦
い
と
は
、
人
間
内
面
の
神
性
と
人
性
と
に
ひ
き
裂
か
れ
た
両
極
の
相
剋
葛
藤

こ
そ
を
意
味
し
た
。
あ
る
い
は
、
与
え
ら
れ
た
玩
実
世
界
に
敵
対
す
る
霊
的
世

界
の
確
立
を
意
味
し
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
現
実
の
人
間
杜
会
に
お

　
　
　
　
　
、
　
　
、

け
る
矛
盾
を
観
念
と
し
て
払
大
発
展
さ
せ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

　
透
谷
が
明
治
二
十
年
代
の
杜
会
的
人
間
的
現
実
の
矛
盾
を
い
か
に
適
確
に
と

ら
え
て
い
た
か
、
　
『
泣
か
ん
乎
笑
は
ん
乎
』
　
（
明
・
２
３
・
４
）
　
『
時
勢
に
感
あ

り
』
　
（
明
・
２
３
・
３
）
な
ど
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
自
由
民
権
運
動
の
蚊
退
を

身
を
以
て
体
験
し
た
透
谷
で
あ
れ
ば
こ
そ
の
鋭
い
危
機
意
識
を
伴
っ
た
現
状
把

握
が
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。
く
り
か
え
し
透
谷
が
用
い
て
い
る
「
人

世
の
不
調
子
不
都
合
」
と
い
っ
た
表
現
も
、
そ
の
矛
盾
の
直
観
的
な
表
白
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
玩
実
的
杜
会
的
矛
盾
を
適
確
に
と
ら
え
て
い
た
透
谷
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
こ
う
し
た
二
元
論
的
相
剋
と
い
う
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
な
論
理
が
可
能
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
度
も
強
調
さ
れ
て
い
い
。
現
実
の
人
間
杜

　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、

会
の
善
美
と
醜
悪
の
相
剋
－
民
権
運
動
、
キ
リ
ス
ト
教
体
験
、
、
・
、
ナ
と
の
恋

愛
、
い
づ
れ
を
も
通
し
て
透
谷
が
凝
視
し
た
も
の
が
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
の
愛
山
に
は
、
こ
の
よ
う
な
透
谷
の
二
元
論
的
相
剋
の
論
理
が
見
え
な
か

っ
た
。
彼
は
あ
く
ま
で
改
良
主
義
的
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
飛
躍
し
て
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

ば
、
愛
山
が
幕
府
旗
本
の
子
と
し
て
「
時
代
の
陰
」
に
お
か
れ
な
が
ら
、
む
し

ろ
そ
の
故
に
精
神
的
革
命
者
と
し
て
の
志
士
的
使
命
観
を
抱
き
続
け
て
い
た
の



に
対
し
、
透
谷
は
民
権
運
動
の
衰
退
の
過
程
で
伝
統
的
エ
ト
ス
と
し
て
の
志
士

的
自
我
の
崩
壊
を
自
己
内
部
に
経
験
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
、

透
谷
は
志
士
的
伝
統
か
ら
も
は
や
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し

（
そ
れ
は
プ
ラ
ス
に
も
マ
ィ
ナ
ス
に
も
作
用
す
る
）
愛
山
に
は
な
お
儒
教
的
エ

ト
ス
が
確
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
の
違
い
に
も
つ
な
が
る
は

ず
で
あ
る
。

　
透
谷
が
芭
蕉
の
発
句
「
明
月
や
」
を
ひ
い
て
、
　
『
人
生
相
渉
る
と
は
』
に
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
も
同
じ
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
「
彼
（
芭
蕉
－
水
上
）
は
事
実
の
世
界
を
忘
れ
た
る
に
あ
ら
ず
、
池
を
め
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

り
て
は
両
三
回
す
る
の
は
実
を
見
貫
く
心
あ
り
て
な
り
、
実
は
自
然
の
一
側
な

　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

り
、
而
し
て
実
を
照
ら
す
の
も
亦
た
自
然
の
他
の
一
側
な
り
、
実
は
吾
人
の
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
な
り
て
、
吾
人
に
迫
る
こ
と
を
為
せ
ど
も
、
他
の
一
側
な
る
虚
は
、
吾
人
の

好
友
と
な
り
て
、
吾
人
を
導
き
て
天
涯
に
ま
で
上
ら
し
む
る
な
り
、
池
面
に
う

つ
り
出
た
る
団
々
た
る
明
月
は
、
彼
を
し
て
力
と
し
て
の
自
然
を
後
へ
に
見

て
、
一
躍
し
て
美
妙
な
る
自
然
に
進
み
入
ら
し
め
た
り
。
」

　
又
学
論
と
し
て
み
る
な
ら
、
こ
こ
で
「
実
」
に
対
し
て
「
虚
」
と
い
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

い
る
も
の
は
、
近
代
文
学
に
お
け
る
虚
構
の
意
義
に
っ
ら
な
る
と
考
み
ら
れ

る
。
二
葉
亭
は
そ
の
有
名
な
『
小
説
総
論
』
　
（
明
・
１
９
・
４
）
で
「
模
写
と
い

へ
る
こ
と
は
実
相
を
仮
り
て
虚
相
を
写
し
出
す
と
い
ふ
こ
と
な
り
。
」
と
の

べ
、
虚
相
Ｈ
意
と
は
「
自
然
の
情
態
」
で
あ
り
、
　
「
自
然
の
法
則
に
随
っ
て
発

　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

達
す
る
も
の
」
と
し
た
。
二
葉
亭
の
い
う
「
虚
相
」
と
は
、
は
っ
き
り
と
は
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

し
に
く
く
、
、
た
だ
ち
に
透
谷
の
い
う
虚
と
等
し
く
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

　
　
　
　
Ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ

い
ず
れ
も
実
に
対
す
る
虚
の
意
義
を
説
い
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
近
代

文
学
本
来
の
意
味
で
の
虚
構
論
に
は
遠
く
て
も
、
少
く
と
も
実
か
ら
虚
を
ひ
き

は
が
し
た
第
一
歩
は
巨
大
な
一
歩
と
し
て
評
価
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

　
こ
う
し
て
透
谷
が
自
己
・
人
問
・
社
会
の
う
ち
に
見
た
、
善
美
な
る
も
の
と

、
　
　
、

醜
悪
な
る
も
の
と
の
二
元
的
な
相
剋
墓
藤
を
、
具
体
的
な
文
学
作
品
と
し
て
残

す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
近
代
文
学
史
も
あ
る
い
は
今
日
と
様
相

を
異
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
に
は
透
谷
は
『
楚
囚
之

詩
』
　
『
蓬
聚
曲
』
な
ど
、
自
己
内
面
に
の
み
限
定
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
観
念
的

な
作
晶
し
か
残
し
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ぷ
ん
、
透
谷
の
二
元
的
論
理
が
も

っ
ぱ
ら
西
欧
文
学
・
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
観
念
と
し
て
学
ん
だ
に
と
ど
ま
り
、
血

肉
化
す
る
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
、
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
』
に
っ
い
て
、
特
に
そ
の
二
元
論
的
発

想
を
強
調
し
て
取
り
あ
げ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
も
な
お
、
や
は
り
透
谷

が
「
虚
」
を
も
っ
ば
ら
「
大
自
然
の
霊
世
界
」
と
し
て
し
か
と
ら
え
ず
、

　
　
　
　
、
　
　
　
、

「
実
」
を
離
脱
し
た
と
こ
ろ
に
彼
の
理
想
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
批
判

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
〈
実
世
界
Ｖ
と
く
想
世
界
Ｖ
と
の
二
元
論
灼
対
立
衝

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

突
と
は
何
も
直
接
に
想
に
よ
る
実
の
克
服
を
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
る
に

　
　
　
　
　
　
　
、

透
谷
は
、
や
は
り
実
か
ら
の
全
的
離
脱
に
よ
る
救
済
を
強
く
求
め
て
い
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
間
題

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
透
谷
は
「
眼
を
挙
げ
て
大
、
大
、
大
の
虚
界
を
視
よ
、
彼
処

に
登
撃
し
て
清
源
宮
を
捕
握
せ
よ
、
清
涼
宮
を
捕
握
し
た
ら
ば
携
へ
帰
り
て
、

俗
界
の
衆
生
に
其
一
滴
の
水
を
飲
ま
し
め
よ
、
彼
等
は
活
き
む
、
鳴
呼
、
彼
等

こ
び
ね
が
は

庶
幾
く
は
活
き
ん
か
。
」
と
の
べ
て
、
単
に
隠
者
ふ
う
な
遁
世
者
と
見
ら
れ
る

こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
し
か
し
、
　
「
現
象
以
外
に
超
立
し
て
、
最
後
の
理
想

に
到
着
す
る
の
道
、
吾
人
の
前
に
開
け
て
あ
り
。
大
自
在
の
風
雅
を
伝
道
す
る

は
、
此
の
大
活
機
を
伝
道
す
る
な
り
」
　
「
物
質
的
英
雄
が
明
晃
々
た
る
利
剣
を

揮
っ
て
、
狭
少
な
る
家
屋
の
中
に
仇
敵
と
接
戦
す
る
間
に
、
彼
は
大
自
在
の
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
、

機
を
懐
に
し
て
無
言
坐
す
る
な
り
。
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
時
、
実
と
虚
と
の
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

元
的
対
立
そ
れ
自
体
の
緊
張
に
耐
え
る
よ
り
も
、
虚
の
世
界
に
逃
避
し
よ
う
と

す
る
傾
向
が
お
お
い
が
た
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
透
谷
に
ぬ
き
が
た
い
観
念

性
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。

　
そ
の
意
味
で
は
愛
山
が
「
主
我
的
観
念
」
と
透
谷
を
批
判
し
た
も
の
も
あ
た

っ
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
透
谷
が
何
よ
り
対
決
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
は
、
日
本
的
伝
統
と
し
て
の
「
万
有
教
思
想
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
透
谷
自
身

気
づ
い
て
い
た
。
　
『
徳
川
氏
時
代
の
平
民
的
理
想
』
　
（
明
・
２
５
・
７
）
　
『
歌
念

仏
を
読
み
て
』
　
（
明
・
２
５
・
６
）
な
ど
を
見
れ
ば
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

　
＠る

。
つ
と
に
た
と
え
ば
『
三
目
幻
境
』
　
（
明
・
２
５
・
８
）
に
お
い
て
「
こ
の
時

に
至
り
て
我
は
既
に
政
界
の
醜
状
を
悪
く
む
の
念
漸
く
専
ら
に
し
て
、
利
剣
を

把
っ
て
義
友
と
事
を
共
に
す
る
の
志
よ
り
も
、
静
か
に
白
雲
を
診
ふ
て
千
峰
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

峰
を
撃
づ
る
の
談
興
に
耽
る
思
望
大
な
り
」
と
書
き
っ
け
て
い
た
透
谷
に
は
、

確
実
に
伝
統
的
な
遁
世
的
傾
向
が
っ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
　
『
電
影
草
盧
淡
話
』

（
明
・
２
５
・
７
）
と
か
『
秋
窓
雑
記
』
　
（
明
・
２
５
・
１
０
）
と
か
の
エ
ッ
セ
イ
風

な
文
章
に
は
一
層
伝
統
的
自
然
観
が
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
今
一
度
、

『
他
界
に
対
す
る
観
念
』
に
戻
れ
ば
、
透
谷
は
先
に
引
用
し
た
如
く
、
「
竹

取
」
　
「
羽
衣
」
に
お
け
る
他
界
の
観
念
を
批
判
し
っ
っ
、
　
「
竹
、
羽
二
編
は
実

に
固
有
の
古
神
思
想
と
仏
教
と
を
併
せ
備
へ
た
る
も
の
な
る
に
、
そ
の
結
果
斯

の
如
く
な
り
と
せ
ば
、
我
邦
理
想
派
詩
人
の
前
途
、
堂
惜
然
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
」

と
悲
観
的
な
見
通
し
し
か
立
て
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
か
　
み
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

　
透
谷
の
く
神
性
Ｖ
と
く
人
性
Ｖ
と
の
二
元
的
対
立
の
論
理
は
、
こ
う
し
た

「
万
有
教
」
に
対
し
て
あ
ら
が
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
　
「
万
有
教
」
的
思
惟

は
、
人
間
存
在
の
矛
盾
墓
藤
を
よ
り
深
め
る
方
向
に
は
働
か
ず
、
か
え
っ
て

〃
自
然
〃
の
中
に
そ
れ
を
解
体
せ
し
め
て
し
ま
う
危
険
の
あ
る
こ
と
を
、
透
谷

は
鋭
敏
に
察
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
』
に
お
い
て
、
透
谷
は
万
有
教
的

な
傾
向
に
流
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
透
谷
が
「
吾
人
は
記
憶
す
、
人
間
は
戦

ふ
為
に
生
れ
た
る
を
。
戦
ふ
は
戦
ふ
為
に
戦
ふ
に
あ
ら
ず
し
て
、
戦
ふ
べ
き
も

の
あ
る
が
故
に
戦
ふ
も
の
な
る
を
。
戦
ふ
に
剣
を
以
て
す
る
あ
り
、
筆
を
以
て

す
る
あ
り
、
戦
ふ
時
は
必
ら
ず
敵
を
認
め
て
戦
ふ
な
り
、
筆
を
以
て
す
る
と
剣

を
以
て
す
る
と
、
戦
ふ
に
於
て
は
相
異
な
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
書
き
っ
け
る
時



彼
は
戦
士
と
し
て
の
面
影
を
見
せ
る
が
、
　
「
頭
を
も
た
げ
よ
、
そ
し
て
梶

よ
、
而
し
て
求
め
よ
、
高
遠
な
る
虚
想
を
以
て
、
真
に
広
潤
な
る
家
屋
、
真
に

快
美
な
る
境
地
、
真
に
。
雄
大
な
る
事
業
を
視
よ
、
而
し
て
求
め
よ
」
と
い
う

時
、
そ
の
観
念
性
は
お
お
い
が
た
い
。

　
　
　
　
　
※

　
私
は
後
の
透
谷
の
『
内
部
生
命
論
』
（
閉
・
２
６
・
５
）
こ
そ
が
、
そ
の
意
味

で
は
彼
の
最
大
の
弱
点
を
如
実
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
、
透

谷
に
お
け
る
二
元
論
的
相
剋
の
論
理
を
辿
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
し
て
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
万
有
教
的
思
惟
が
根
強
く
透
谷
の
肉
体
・
感
情
を
支
配
し
て
い
た
こ

と
に
も
触
れ
て
き
た
の
だ
が
、
私
は
今
一
っ
の
透
谷
の
論
理
と
し
て
、
そ
の
唯

心
論
に
っ
い
て
も
こ
こ
で
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
が
直
稼
に
表
現
さ
れ
る
の
は
『
各
人
心
宮
内
の
秘
密
』
（
明
・
２
５
・
９
）

を
も
っ
て
鴨
矢
と
す
る
。
透
谷
は
そ
こ
で
「
心
こ
そ
凡
て
の
も
の
を
酒
す
る
止

水
な
れ
。
迷
ふ
も
葱
に
あ
り
、
悟
る
も
薮
に
あ
り
、
殺
す
る
も
仁
す
る
も
薮
に

あ
り
、
愛
も
非
愛
も
薮
に
こ
そ
湛
ふ
る
な
れ
」
と
、
は
っ
き
り
唯
心
論
的
キ
リ

ス
ト
教
の
立
場
に
立
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
心
を
第
一
の
宮
、
第
二
の
宮
に
区
別

し
、
第
一
の
宮
で
は
人
は
処
世
の
道
を
講
じ
、
希
望
や
生
命
の
表
白
を
行
な
う

が
、
第
二
の
宮
に
あ
っ
て
は
「
常
に
沈
冥
に
し
て
醤
言
、
差
世
の
大
詩
人
を
も

之
に
突
入
す
る
を
得
せ
し
め
ず
」
と
し
、
こ
の
第
二
の
宮
に
お
い
て
解
放
さ
れ

な
い
限
り
、
真
の
平
安
は
あ
り
え
な
い
と
述
べ
た
。
　
「
然
れ
ど
も
至
人
は
之

　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

（
心
宮
内
の
秘
密
－
水
上
）
を
第
二
の
心
宮
に
暴
露
し
て
人
の
縦
に
見
る
に
任

す
、
之
を
被
ふ
に
あ
ら
ず
、
之
を
示
す
に
あ
ら
ず
（
中
賂
）
、
然
り
、
斯
か
る

至
人
の
域
に
進
み
て
後
始
め
て
そ
の
秘
密
も
秘
密
の
質
を
変
じ
（
中
略
）
、
一

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

面
の
白
屋
、
只
だ
自
然
の
美
あ
る
の
み
、
真
あ
る
の
み
。
こ
の
美
こ
そ
、
以
て

未
来
の
生
命
を
形
く
る
も
の
な
る
べ
し
」
　
（
傍
点
－
水
上
）

　
私
が
こ
の
『
各
人
心
宮
内
の
秘
密
』
を
重
く
視
る
の
は
、
こ
の
論
が
『
人
生

に
相
渉
る
と
は
』
に
与
え
た
影
響
の
強
さ
を
思
う
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人

間
の
心
の
第
二
の
秘
宮
に
お
い
て
「
自
然
の
美
・
真
」
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が

未
来
の
Ｎ
生
命
を
形
く
る
と
い
わ
れ
る
時
、
私
は
こ
う
し
た
考
え
こ
そ
「
万
有

教
」
的
で
は
な
い
か
と
疑
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
以
上
の

よ
う
な
唯
心
思
想
が
二
元
論
的
相
剋
の
立
場
と
は
決
し
て
相
入
れ
な
い
－
む

し
ろ
敵
対
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
異
論
な
い
で
あ
ろ
う
。
笹
淵
氏
に

よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
透
谷
の
唯
心
論
に
は
ク
ェ
ー
カ
リ
ズ
ム
の
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ム
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
私
に
は
同
時
に

先
に
指
摘
し
た
透
谷
の
伝
統
的
自
然
観
（
東
洋
的
ミ
ス
テ
ィ
シ
ズ
ム
）
と
も
そ

れ
は
関
係
し
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
透
谷
が
エ
マ
ー
ソ
ン
に
魅
か
れ
た
の

も
、
エ
マ
ー
ソ
ン
の
東
洋
的
自
然
観
に
よ
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
（
『
エ
マ
ル
ソ

ン
』
参
照
）
、
ク
ェ
ー
カ
リ
ズ
ム
に
ひ
か
れ
た
の
も
同
じ
要
因
が
指
摘
で
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

の
で
は
な
い
か
。
透
谷
に
お
い
て
は
「
心
」
は
「
情
」
に
通
じ
、
俗
塵
を
離
れ

た
自
然
の
美
へ
の
感
動
に
通
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
唯
心
的
汎
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
．
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
風
題

的
自
然
観
が
透
谷
に
は
存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
　
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
』
に
お

い
て
、
「
大
自
花
の
霊
世
界
」
と
か
「
大
自
在
の
妙
機
」
と
か
「
清
涼
宮
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

か
い
っ
た
独
特
の
表
理
で
、
虚
を
語
っ
た
の
で
あ
り
、
先
に
私
が
そ
こ
で
は
二

元
論
的
相
剋
関
係
が
と
も
す
れ
ば
二
兀
的
な
論
斑
に
お
ち
い
り
が
ち
で
あ
る
と

指
摘
し
た
の
も
、
右
の
よ
う
な
言
葉
で
語
る
透
谷
に
、
唯
心
的
糺
神
的
傾
向
が

は
っ
き
り
と
窺
わ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
透
谷
は
功
用
論
者
愛
山
を
い
　
「
歌

へ
、
汝
が
泰
平
の
歌
を
」
と
鋭
く
攻
撃
し
つ
っ
、
愛
山
の
儒
教
的
観
念
の
残
浮

を
暴
き
、
そ
の
思
想
の
非
生
産
性
を
適
確
に
見
抜
い
た
が
、
彼
自
身
の
内
部
の

唯
心
的
汎
神
的
自
然
観
は
そ
こ
で
は
手
っ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。
愛
山
が
さ
ら
に
反
批
判
を
行
な
い
、
論
争
が
発
展
さ
せ
ら
れ
よ
う
と

す
る
と
、
透
谷
は
き
わ
め
て
受
け
身
の
姿
勢
に
か
え
っ
て
し
ま
い
、
　
『
内
部
生

命
論
』
の
直
前
に
か
か
れ
た
『
頑
執
妄
排
の
弊
』
　
（
明
・
２
６
・
５
）
　
『
人
生
の

意
義
』
　
（
明
・
２
６
・
５
）
等
で
は
論
敵
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
は
ず
の
徳
富
蘇
峰

の
『
観
察
論
』
　
（
明
・
２
６
・
４
『
国
民
之
友
』
）
を
か
え
っ
て
高
く
評
価
し
、

『
内
部
生
命
論
』
で
は
同
じ
く
蘇
峰
の
『
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
』
　
（
前
出
）

を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
の
『
内
部
生
命

論
』
で
は
透
谷
自
ら
、
唯
心
的
万
有
的
方
向
に
傾
む
く
こ
と
を
肯
定
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
欧
思
想
と
東
洋
思
想
の
対
立
を
、
生
命
思
想
と
不
生

命
思
想
に
求
め
る
そ
の
考
え
は
、
従
来
よ
り
一
層
観
念
的
抽
象
的
で
あ
り
、
結

果
と
し
て
は
あ
の
『
一
夕
観
』
的
な
東
洋
的
無
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
導
き
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

た
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
小
田
切
秀
雄
氏
の
透
谷
論
で
も
、
そ
の
こ
と
は
触
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
と
思
う
が
、
　
『
内
部
生
命
論
』
と

『
一
夕
観
』
は
本
質
的
に
同
じ
思
惟
構
造
に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
ク
ヱ
ー
カ
リ
ズ
ム
的
な
生
命
主
義
、
唯
心
論
が
東
洋
的
、
・
、
ス
テ

ィ
シ
ズ
ム
に
変
質
し
て
い
く
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
※

∴
以
上
、
私
は
粗
雑
な
が
ら
透
谷
に
お
け
る
二
元
論
的
相
剋
の
論
姓
と
唯
心
的

な
二
兀
論
の
蔚
題
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
今
一
度
く
り
か
え
す
な
ら
、
透
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
み
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
と

は
キ
リ
ス
ト
教
・
西
欧
文
学
体
験
を
経
る
中
で
、
〈
神
性
Ｖ
と
く
人
性
Ｖ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
ｏ

の
、
〈
想
世
界
Ｖ
と
く
実
世
界
Ｖ
と
の
、
虚
と
実
と
の
二
元
的
相
剋
の
論
理
を

学
び
、
明
治
二
十
年
代
の
硯
友
杜
文
学
、
民
友
杜
系
思
想
を
い
ず
れ
も
現
実
追

随
的
な
日
本
的
伝
統
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
も
の
と
批
判
し
、
虚
的
世
界
Ｈ
恋
愛

の
至
上
的
意
義
を
説
き
、
特
に
愛
山
と
の
論
争
に
お
い
て
は
「
空
の
空
な
る
」

戦
い
こ
そ
文
学
者
の
戦
い
で
あ
る
と
し
て
、
　
「
功
用
」
で
も
「
快
楽
」
で
も
な

　
　
そ
ー
ラ
ル
　
　
ラ
イ
フ

い
「
道
義
的
生
命
」
・
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に
文
学
自
律
の
根
拠
を
据
え
（
『
明

治
文
学
管
見
』
）
、
日
本
の
伝
統
的
自
然
観
・
人
間
観
・
文
学
観
－
１
平
面
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

あ
っ
て
立
体
的
で
な
い
－
と
の
戦
い
を
お
し
す
す
め
た
が
、
そ
の
虚
的
世
界

の
根
拠
を
「
心
」
に
求
め
る
唯
心
論
的
立
場
か
ら
脱
却
し
き
れ
ず
、
　
『
内
部
生

命
論
』
か
ら
二
夕
観
』
に
至
っ
て
、
か
え
っ
て
”
日
本
へ
の
回
帰
〃
を
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
げ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
見
方
で
あ
る
。



　
い
さ
さ
か
図
式
的
に
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
私
は
右
の
よ
う
に
透
谷
と

云
統
の
問
題
を
と
ら
え
る
中
で
、
”
人
生
相
渉
論
争
〃
に
新
ら
し
い
照
明
が
可

能
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
問
題
を
限
定
し
た
た
め
、
『
国
民
と
思
想
』

（
明
．
２
６
・
７
）
を
は
じ
め
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
重
婆
な
論
火
が
多
く
残
さ
れ

て
い
る
が
、
右
の
論
旨
そ
の
も
の
に
変
更
を
加
え
る
必
要
は
今
の
と
こ
ろ
な
い

と
考
え
て
い
る
。

　
終
り
に
、
最
初
の
平
閉
・
桶
谷
論
争
に
帰
っ
て
い
え
ば
、
私
の
個
人
的
な
考

え
で
は
、
「
政
治
と
文
学
」
の
対
立
は
あ
く
ま
で
二
元
的
対
立
相
剋
の
関
係
に

あ
る
も
の
と
し
て
、
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
田
甘
う
。

透
谷
に
お
け
る
政
治
と
文
学
の
問
題
も
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
し

た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
二
元
的
対
立
か
ら
一
元
的
唯
心
論
に
移
行
し
て
い

く
過
程
で
、
透
谷
に
お
け
る
文
学
も
ま
た
政
治
と
の
緊
張
し
た
関
係
を
見
失
な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
注
）

　
◎
平
岡
敏
夫
『
北
村
透
谷
研
究
』
　
（
昭
・
４
２
・
６
有
精
堂
）
な
お
続
編
も
刊

　
　
行
さ
れ
た
が
、
こ
の
稿
を
書
い
た
時
点
で
は
参
照
で
き
な
か
っ
た
。

　
◎
桶
谷
秀
昭
「
北
村
透
谷
漁
』
（
『
近
代
の
奈
落
』
所
収
。
昭
・
４
３
・
４
国
文

　
　
社
）
。

　
　
透
谷
の
民
衆
把
握
と
い
う
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
画
期
的
な
研
究
と
な
っ

　
　
た
色
川
大
吉
『
増
補
明
治
精
神
史
』
（
昭
４
３
・
６
黄
河
書
房
）
第
一
部
の
諾

　
　
　
「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
題

　
論
文
を
参
照
。

　
小
田
切
秀
雄
『
北
村
透
谷
論
』
（
昭
・
４
５
・
４
八
木
書
店
）

＠
笹
淵
友
一
『
文
学
界
」
と
そ
の
時
代
上
』
（
昭
・
３
４
・
１
明
治
書
院
）

　
徳
富
蘇
峰
の
進
化
論
は
『
将
来
之
日
本
』
（
明
・
１
９
・
１
０
）
に
明
瞭
で
あ

　
り
、
山
路
愛
山
の
場
合
は
た
と
え
ば
「
英
雄
論
」
（
明
・
２
４
・
１
『
女
学
雑

　
誌
』
）
に
見
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
な
お
透
谷
は
弱
肉
強
食
を
是
認
す
る
進
化

　
論
を
一
貫
し
て
批
判
し
て
い
る
。
自
由
民
権
理
論
の
解
体
に
進
化
論
の
果

　
し
た
役
割
は
ぎ
わ
め
て
大
き
く
、
日
本
的
思
惟
構
造
の
伝
統
と
も
か
ら
ん

　
で
重
大
な
間
題
を
な
げ
か
け
て
い
る
。
本
文
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た

　
が
、
〃
人
生
椙
渉
論
争
”
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
進
化
論
を
め
ぐ

　
る
透
谷
・
愛
山
（
蘇
峰
）
の
対
立
が
あ
っ
た
。

◎
山
路
愛
山
『
現
代
日
本
教
会
史
論
』
（
明
３
９
・
７
）
の
中
の
「
精
神
的
革
命

　
は
時
代
の
陰
よ
り
出
づ
」
参
照
。

　
『
歌
念
仏
を
読
み
て
』
よ
り
引
用
し
て
お
く
。
　
「
日
本
文
学
史
を
観
じ
来

　
れ
ば
恋
愛
に
対
す
る
理
想
、
余
を
し
て
痛
嘆
せ
し
む
る
も
の
多
し
。
（
略
）

　
蓋
し
其
の
麦
に
到
ら
し
め
し
も
の
諾
種
の
原
因
あ
る
べ
し
。
万
有
教
の
教

　
理
寂
滅
の
宗
教
思
想
よ
り
来
れ
る
関
係
、
支
那
文
学
史
と
の
関
係
、
気
候

　
風
土
よ
り
発
生
せ
る
色
情
の
悪
風
、
其
他
区
々
あ
る
べ
し
（
略
）
生
命
あ

　
り
希
望
あ
り
永
遠
あ
る
の
恋
愛
は
、
到
底
万
有
教
国
に
求
む
る
こ
と
を
得

　
ざ
る
か
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



「
人
生
相
渉
論
争
」
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
問
魎

　
笹
淵
友
二
則
掲
書
中
「
宗
教
観
」
参
照
。
な
お
氏
も
そ
こ
で
透
谷
に
お
け

　
る
二
元
論
的
分
裂
か
ら
調
和
へ
の
移
行
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
「
透
谷
が
辿

　
っ
た
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
か
ら
ク
ェ
ー
カ
ー
へ
の
道
は
そ
の
宗
教
意
識
に

　
お
い
て
彼
岸
的
、
禁
欲
的
な
も
の
か
ら
此
岸
的
、
唯
心
的
へ
、
二
元
分
裂

　
か
ら
調
和
へ
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
論
の
比
重
の
減
少
へ
の
過
程
で
あ
っ

　
た
。
」
（
一
…
Ｐ
）
き
わ
め
て
示
唆
深
く
、
拙
稿
も
そ
の
後
塵
を
拝
し
て
い
る

　
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
氏
が
『
内
部
生
命
論
』
を
透
谷
の
不
滅
の
位
置

　
を
決
定
し
た
も
の
と
高
く
評
価
さ
れ
る
点
に
関
し
て
は
、
私
は
全
く
逆
の

　
立
場
に
立
つ
。
『
人
生
に
相
渉
る
と
は
』
を
『
内
部
生
命
論
』
よ
り
そ
の
二

　
元
的
分
裂
が
窺
わ
れ
る
点
で
高
く
評
価
し
た
い
。

＠
小
田
切
秀
雄
前
掲
書
中
「
日
本
近
代
文
学
史
把
握
と
透
谷
の
間
題
」

　
…
Ｐ
参
照
。

＠
こ
の
点
に
関
し
て
、
桶
谷
氏
前
掲
書
へ
の
私
の
疑
間
は
、
氏
が
透
谷
に
お

　
け
る
日
本
的
自
然
観
（
『
哀
詞
序
』
『
万
物
の
声
と
詩
人
』
『
一
タ
観
』
な

　
ど
の
）
に
つ
い
て
、
漱
石
の
英
国
留
学
途
上
の
船
中
で
の
空
無
感
の
体
験

　
や
、
志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
』
の
時
任
謙
作
の
犬
山
山
中
の
自
然
・
自
已

　
一
体
の
体
験
と
む
り
に
区
別
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
あ
た
り
に
あ
る
。

　
（
前
掲
書
７
９
Ｐ
）
。
　
ニ
タ
観
』
の
自
然
観
は
日
本
的
伝
統
的
、
・
、
ス
テ
ィ

　
シ
ズ
ム
と
か
い
い
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
漱
石
、
直
哉
の

　
体
験
と
同
質
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

七
四
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