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は
じ
め
に

　

金
鶴
泳
の
小
説
『
錯
迷
』
は
、
一
九
七
一
年
七
月
号
の
雑
誌
「
文
芸
」
に

初
出
、
掲
載
さ
れ
た
。『
錯
迷
』
の
執
筆
自
体
は
、
前
作
の
『
ま
な
ざ
し
の

壁
』（
一
九
六
九
年
）
直
後
か
ら
始
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
日
記
に
よ
る

と
、
例
の
ご
と
く
、
何
度
か
の
推
敲
を
重
ね
る
の
に
時
間
を
か
け
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
途
中
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
執
筆
が
前
に
進
め
ず
、
中
断

し
て
次
作
に
予
定
し
て
い
た
『
あ
る
こ
ー
る
ら
ん
ぷ
』
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ

た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
壁
」
で
あ
っ
た

の
か
は
日
記
に
も
記
載
は
な
く
想
像
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
こ
の
結
果
、『
錯

迷
』
の
雑
誌
掲
載
は
、
金
鶴
泳
の
市
役
所
で
の
韓
国
へ
の
国
籍
移
行
手
続
き

（
一
九
七
一
年
一
月
）
後
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。（
そ
れ

ま
で
は
「
朝
鮮
」
籍
で
あ
っ
た
。）

　

こ
の
小
説
の
書
か
れ
た
一
九
七
〇
年
前
後
と
い
う
の
は
終
戦
か
ら
二
五
年
を

過
ぎ
、
途
中
に
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
年
～
五
三
年
）
を
挟
ん
で
日
本
経
済
は

そ
の
特
需
で
大
い
に
漁
夫
の
利
を
得
た
の
に
対
し
、
在
日
朝
鮮
人
は
祖
国
の
分

裂
が
も
た
ら
し
た
住
民
間
の
反
目
が
、
だ
ん
だ
ん
と
深
刻
な
亀
裂
へ
と
発
展
し

て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
期
、
金
鶴
泳
は
、
東
大
の
大
学
院
博
士
課
程
で
化
学
工
学
の
研
究
を

行
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
一
九
六
六
年
に
文
藝
賞
を
受
賞
し
て
以
降
は
作
家
と

し
て
、
年
に
一
作
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
中
編
小
説
を
発
表
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の

小
説
の
多
く
は
、
在
日
二
世
で
は
あ
る
が
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
自
分
が
、
朝

鮮
人
と
し
て
の
民
族
意
識
を
ち
ゃ
ん
と
持
て
ぬ
ま
ま
に
こ
の
日
本
社
会
で
い
か

に
生
き
て
ゆ
く
べ
き
か
と
思
い
悩
む
姿
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
地

元
の
学
校
で
は
小
学
校
以
来
学
業
の
成
績
は
優
秀
で
、
ず
っ
と
級
長
を
や
る
ほ

ど
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
朝
鮮
は
、
祖
国
と
い
っ
て
も
一
度
も
足
も
踏
み
入
れ

た
こ
と
も
な
い
遠
い
国
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
作
者
を
朝
鮮
か
ら
遠
ざ
け
る
別
の
理
由
も
あ
っ
た
。
そ
の
一

つ
は
、
朝
鮮
と
い
う
国
に
つ
い
て
は
、
彼
の
周
辺
に
い
た
学
生
活
動
家
た
ち

を
、
小
説
『
凍
え
る
口
』
の
中
で
大
学
構
内
で
出
会
っ
た
北
朝
鮮
系
の
活
動
家

金
文
基
の
こ
と
を
「
政
治
的
人
間
」
と
揶
揄
し
た
表
現
で
形
容
し
て
い
る
よ
う

に
、
作
者
に
と
っ
て
は
「
政
治
を
除
い
た
ら
何
も
残
ら
な
い
よ
う
な
干
か
ら
び

た
共
産
主
義
者
た
ち
」
の
国
で
あ
る
こ
と
と
、
後
述
の
通
り
、
何
よ
り
も
嫌
悪

の
対
象
で
あ
る
父
親
の
信
奉
す
る
国
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
作
者
は
、
前
作
『
ま
な
ざ
し
の
壁
』
を
書
く
頃
に
い
た
り
、
こ
の
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間
、
担
任
教
授
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
職
先
が
い
っ
こ
う
に
決
め
ら
れ

な
い
こ
と
な
ど
、
こ
の
差
別
と
偏
見
に
囲
ま
れ
た
日
本
社
会
に
お
い
て
こ
れ

以
上
生
き
て
い
く
道
が
見
つ
か
ら
な
い
の
な
ら
、
こ
の
先
は
自
分
の
中
の
半

チ
ョ
ッ
パ
リ
根
性
と
は
決
別
し
、
自
分
の
生
き
が
い
は
、
朝
鮮
の
役
に
立
つ
方

に
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
案
し
始
め
て
い
た
。（
な
お
、
半
チ
ョ
ッ
パ

リ
と
は
、
元
々
戦
前
朝
鮮
で
日
本
人
に
対
す
る
蔑
称
と
し
て
使
わ
れ
た
チ
ョ
ッ

パ
リ
（
足
割
）
に
由
来
す
る
。
日
本
人
が
履
い
て
い
た
足
袋
、
下
駄
が
足
先
で

分
か
れ
て
い
る
の
は
獣
の
つ
ま
先
み
た
い
だ
と
い
う
と
こ
ろ
が
語
源
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
朝
鮮
人
な
の
に
日
本
人
的
な
と
こ
ろ
を
抱
え
て
い
る
者
を
半
チ
ョ
ッ

パ
リ
（
半
日
本
人
）
と
、
こ
れ
も
蔑
称
と
し
て
使
っ
た
。）

　

現
に
こ
の
時
代
に
は
ま
だ
日
本
社
会
は
、
在
日
朝
鮮
人
に
対
し
、
公
的
機
関

も
私
企
業
も
就
労
の
門
戸
を
閉
ざ
し
て
お
り
、
七
〇
年
代
に
至
っ
て
差
別
を
受

け
た
当
事
者
に
よ
り
法
廷
に
そ
の
決
着
が
求
め
ら
れ
た
結
果
、
や
っ
と
そ
の
理

不
尽
な
差
別
を
違
憲
と
す
る
判
決
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
⑴
。
ち
な
み
に
、

作
者
は
、
こ
の
『
ま
な
ざ
し
の
壁
』
の
中
で
、
主
人
公
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ

て
い
る
。

　

�　

朝
鮮
人
は
、
大
学
を
出
て
も
、
就
職
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ
の
事

実
は
、
し
か
し
、
彼
を
慄
然
と
さ
せ
た
。
日
本
に
住
む
朝
鮮
人
の
置
か
れ
て

い
る
現
実
を
、
心
底
か
ら
理
解
で
き
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
れ
が
朝
鮮
人

な
ん
だ
、
と
彼
は
思
っ
た
。
日
本
の
社
会
で
は
、
朝
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
、
あ
る
重
荷
を
背
負
わ
さ
れ
た
存
在
な
の
だ
。

し
か
も
そ
の
朝
鮮
人
を
日
本
人
は
、
汚
い
と
い
っ
て
は
軽
蔑
し
、
貧
乏
だ
と

言
っ
て
は
嘲
笑
い
、
非
文
明
的
で
野
蛮
だ
と
言
っ
て
は
憎
悪
す
る
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
ま
な
ざ
し
の
壁
』
作
品
集
Ⅱ
二
八
七
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、『
ま
な
ざ
し
の
壁
』
の
終
局
に
は
、
迷
い
な
が
ら
も
自
分
の

生
き
る
道
は
日
本
に
は
な
く
、
朝
鮮
に
求
め
る
ほ
か
は
な
い
、
そ
の
た
め
に
も

も
っ
と
朝
鮮
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
考
え
る
に
至
っ
た
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
を
受
け
て
本
作
『
錯
迷
』
に
お
い
て
、
作
者
の
朝
鮮
へ
の
接
近
の

様
子
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
金
鶴
泳
の
学
生
時
代
の
一
九
六
〇
年
代

の
前
半
、
特
に
日
韓
条
約
締
結
前
は
、
在
日
朝
鮮
人
の
六
，
七
割
が
「
朝
鮮
」

籍
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
⑵
、『
ま
な
ざ
し
の
壁
』
以
前
の
作
品
に
お
い
て
は
、

朝
鮮
戦
争
が
話
題
の
場
合
を
除
く
と
北
朝
鮮
と
韓
国
の
峻
別
は
せ
ず
、
す
べ
て

「
朝
鮮
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
思
考
に
お
い
て
も
厳
密
な
区
分
は

な
い
と
思
わ
れ
、
朝
鮮
は
全
体
と
し
て
、「
嫌
悪
す
べ
き
「
政
治
的
人
間
」
た

ち
の
国
で
あ
り
「
暴
力
的
な
父
親
」
の
信
奉
す
る
国
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、

こ
の
『
錯
迷
』
に
お
い
て
、
北
朝
鮮
系
の
日
本
国
内
の
組
織
の
非
人
道
的
な
実

態
や
父
親
の
こ
れ
以
上
許
容
で
き
な
い
暴
力
的
な
有
り
様
を
思
い
浮
か
べ
る
中

で
、
北
朝
鮮
を
明
確
に
峻
別
し
、
韓
国
の
方
へ
思
考
が
接
近
し
て
い
く
模
様
が

描
か
れ
る
。

　

小
説
は
、
作
者
を
投
影
し
た
主
人
公
の
在
日
二
世
の
申
淳
一
が
、
大
学
院
を

出
た
後
で
助
手
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
仙
台
の
大
学
の
研
究
室
に
、
学
生
時
代

に
同
級
生
だ
っ
た
鄭
容
慎
が
、
あ
る
日
、
八
年
ぶ
り
に
逢
い
に
や
っ
て
き
た
一

日
の
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
る
。
久
し
ぶ
り
に
会
う
鄭
容
慎
の
登
場
に
よ
り
、
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淳
一
は
自
分
の
学
生
時
代
を
思
い
出
し
、
そ
れ
の
連
想
は
、
当
時
も
暗
く
陰
惨

で
あ
っ
た
実
家
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
逃
れ
出
る
よ
う
に
北
朝
鮮
へ
帰
国

し
た
妹
た
ち
の
こ
と
へ
と
、
回
想
は
連
な
っ
て
い
く
。

　

こ
こ
に
、
こ
の
先
自
分
の
歩
む
べ
き
道
に
つ
い
て
思
い
悩
む
主
人
公
申
淳
一

の
周
辺
で
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
そ
れ
ぞ
れ
に
進
む
三
者
の

生
き
方
が
、
示
さ
れ
る
。
一
人
は
、
日
本
に
長
く
住
み
な
が
ら
も
、
新
た
に
建

国
さ
れ
た
北
朝
鮮
を
祖
国
と
し
て
信
奉
し
、
そ
の
発
展
を
生
き
が
い
と
し
て
生

き
て
い
く
父
親
で
あ
る
。
二
人
目
は
、
一
旦
は
、
科
学
の
勉
強
を
修
め
よ
う
と

わ
ざ
わ
ざ
日
本
に
留
学
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
祖
国
の
統
一
と

発
展
が
自
分
の
生
き
甲
斐
で
あ
る
と
、
勉
強
は
放
棄
し
て
そ
の
運
動
に
専
念
し

て
い
る
鄭
容
慎
。
そ
し
て
三
人
目
は
、
自
ら
の
幸
せ
を
求
め
て
、
親
、
兄
弟
や

生
ま
れ
て
以
来
出
た
こ
と
の
な
い
日
本
を
離
れ
て
、
北
朝
鮮
へ
向
か
っ
た
妹
。

三
人
と
も
、
長
ら
く
日
本
の
地
に
住
み
な
が
ら
も
、
こ
の
地
を
自
分
の
生
き
甲

斐
を
求
め
る
地
と
は
定
め
な
か
っ
た
。
そ
の
点
、
淳
一
は
今
日
ま
で
結
果
的

に
、
日
本
と
も
朝
鮮
と
も
あ
い
ま
い
な
関
係
の
ま
ま
生
き
て
き
た
こ
と
に
思
い

当
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
今
こ
こ
ま
で
、
半
チ
ョ
ッ
パ
リ
で
あ
る
こ
と
に
甘
ん

じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
国
家
の
問

題
と
結
び
つ
け
て
は
考
え
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
は
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
を
究
極
の
課
題
と
し
て
問
い
詰
め
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に

思
い
当
た
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
前
か
ら

抱
え
て
い
る
「
生
」
に
か
か
わ
る
悩
み
を
放
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今

や
、
そ
の
双
方
の
悩
み
を
抱
え
、
生
き
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
と
思
案
し
始
め

て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
小
説
は
、
金
鶴
泳
が
、
こ
の
あ
と
韓
国
国
籍
を
取
得

し
、
国
家
の
課
題
に
携
わ
る
こ
と
と
な
る
、
そ
の
前
章
と
も
解
さ
れ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。

一
、
鄭
容
慎
の
来
訪

　

鄭
容
慎
は
韓
国
か
ら
き
た
留
学
生
で
、
淳
一
と
同
じ
応
用
化
学
の
専
攻
で

あ
っ
た
が
、
学
部
の
勉
強
を
終
え
る
と
学
校
を
離
れ
、
韓
国
系
の
在
日
組
織
の

下
で
朝
鮮
統
一
推
進
運
動
の
専
従
活
動
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
今
回
も
そ
の
関
係
で
署
名
活
動
の
た
め
に
青
森
に
行
く
途
中

で
、
仙
台
で
降
り
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

㈠
　
学
生
時
代
の
鄭
容
慎
の
思
い
出

　

申
淳
一
の
記
憶
に
あ
る
学
生
時
代
の
鄭
容
慎
は
、
善
良
で
素
直
で
明
る
い
韓

国
か
ら
の
留
学
生
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
淳
一
が
三
年
の
学
期
末
に
過
労
で
休

ん
で
い
た
お
り
に
、
見
舞
い
に
や
っ
て
来
た
時
に
持
っ
て
き
た
ク
ラ
ス
同
人
誌

に
は
、
容
慎
の
手
に
な
る
随
筆
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
随
筆
は
、
淳
一

を
感
銘
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
森
鷗
外
の
短
編
小
説
『
妄
想
』
に

よ
せ
た
随
筆
で
、
そ
の
『
妄
想
』
で
は
、
科
学
者
で
あ
り
文
学
者
で
も
あ
る
主

人
公
が
、「
生
」
の
意
味
を
求
め
て
、
科
学
書
で
得
ら
れ
る
理
論
で
は
飽
き
足

ら
ず
、
哲
学
書
を
漁
り
深
め
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
せ

て
、
当
時
容
慎
も
応
用
化
学
の
勉
強
を
し
て
い
て
も
、
肝
心
な
自
分
の
生
き
て

い
く
道
は
手
探
り
状
態
で
、
ど
う
に
も
求
め
得
な
い
「
心
の
飢
」
に
つ
い
て
書
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い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

�　
「（
略
）
い
つ
も
、
化
学
す
る
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
、
何
か
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
や
っ
て
お
く
べ
き
こ
と
を
や
ら
ず
に
い
て
、
そ

れ
を
さ
し
お
い
て
実
験
し
て
い
る
よ
う
な
、
後
味
の
悪
い
気
持
ち
が
絶
え
ず

し
て
い
る
。
で
は
そ
の
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
い
う
の
は
、

何
な
の
か
、
ど
ん
な
こ
と
な
の
か
、
と
考
え
て
み
る
に
、
そ
れ
が
ま
た
漠
と

し
て
判
然
と
し
な
い
。
し
い
て
い
え
ば
、
自
分
の
生
き
方
を
、
生
き
方
の
姿

勢
を
確
立
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題
に

何
ら
か
の
結
着
を
つ
け
な
け
れ
ば
、
自
分
の
気
持
ち
が
お
さ
ま
ら
な
い
。
落

ち
着
か
な
い
。（
略
）」　　
　
　
　
　
　
　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
〇
六
頁
）

　

そ
の
よ
う
な
「
心
の
飢
」
は
淳
一
自
身
も
抱
え
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

随
筆
を
読
ん
だ
折
に
大
い
に
共
感
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
何
の
屈
託
も
な

い
人
物
と
み
な
し
て
い
た
容
慎
を
見
直
す
気
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
卒
業
と

同
時
に
、
在
日
韓
国
系
の
組
織
「
Ｋ
同
盟
」
で
活
動
を
始
め
た
容
慎
を
み
て
、

容
慎
な
り
の
「
心
の
飢
」
を
満
た
す
道
を
見
つ
け
た
の
だ
ろ
う
と
、
想
像
す
る

の
だ
っ
た
。

㈡
　
容
慎
ら
の
活
動
を
妨
害
す
る
北
朝
鮮
系
の
在
日
組
織

　

仙
台
に
到
着
し
た
あ
と
、
淳
一
の
研
究
室
で
語
っ
た
容
慎
の
話
に
よ
れ
ば
、

彼
ら
が
い
ま
行
っ
て
い
る
南
北
朝
鮮
の
平
和
的
統
一
を
進
め
る
在
日
朝
鮮
人
の

署
名
活
動
に
対
し
、
北
朝
鮮
系
の
在
日
組
織
「
Ｓ
同
盟
」
の
一
部
の
連
中
が
、

「
南
北
の
平
和
的
統
一
」
の
推
進
活
動
は
、
Ｓ
同
盟
の
専
管
事
項
で
あ
る
か
の

よ
う
に
、
容
慎
た
ち
Ｋ
同
盟
の
行
っ
て
い
る
署
名
活
動
を
あ
ち
こ
ち
で
妨
害
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

淳
一
は
、
そ
れ
を
聞
い
て
、「
内
心
冷
笑
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
」。
か
ね
て
か

ら
、
祖
国
の
平
和
的
統
一
を
図
ろ
う
と
口
先
で
主
張
し
て
き
た
の
は
、
Ｓ
同
盟

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
か
つ
て
学
生
時
代
に
Ｓ
同
盟
の
傘
下
組
織
で
活
動
し
た

経
験
の
あ
る
淳
一
に
は
そ
ん
な
Ｓ
同
盟
の
体
質
に
は
思
い
当
た
る
も
の
が
あ
っ

た
。

　

彼
ら
は
、
常
に
自
分
た
ち
だ
け
は
正
し
く
、「
そ
の
特
定
の
単
一
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
だ
け
で
、
彼
ら
は
世
界
と
人
間
の
す
べ
て
が
覆
い
尽
く
せ
る
」
と
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
常
に
正
し
い
彼
ら
は
、
淳
一
を
「
救
済
の
対
象
」
と
し

か
見
な
か
っ
た
。
そ
の
彼
ら
の
態
度
に
、
何
か
辟
易
せ
ず
に
い
ら
れ
な
い
も
の

を
感
じ
た
淳
一
は
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
。

　

今
、
容
慎
か
ら
聞
く
Ｓ
同
盟
の
実
態
は
、
淳
一
が
記
憶
す
る
昔
の
Ｓ
同
盟
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。
常
に
自
分
だ
け
が
絶
対
で
、
他
者
を
理
屈
抜
き
で
凌
駕
し

よ
う
と
す
る
態
度
は
、
Ｓ
同
盟
の
、
つ
ま
り
は
北
朝
鮮
の
変
わ
ら
ぬ
体
質
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
淳
一
が
嫌
悪
す
る
父
親
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
。

二
、
申
淳
一
の
実
家
の
家
族

㈠
　
父
親
が
支
配
す
る
家
族

　

鄭
容
慎
が
到
着
す
る
ま
で
の
間
、
申
淳
一
は
、
父
親
を
は
じ
め
と
す
る
自
分

の
家
族
の
こ
と
を
回
想
す
る
。
申
淳
一
が
生
ま
れ
育
ち
、
今
も
家
族
が
住
む
実
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家
は
、
北
陸
の
Ｙ
町
に
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

無
学
で
は
あ
る
が
⑶
、
商
才
の
あ
る
父
は
、
こ
の
地
で
朝
鮮
料
理
店
を
経
営

し
て
い
た
。
店
の
経
営
は
順
調
な
よ
う
で
、
家
族
の
経
済
的
な
心
配
は
な
か
っ

た
が
、
時
を
選
ば
ず
不
機
嫌
に
母
親
と
淳
一
や
妹
弟
に
対
し
て
も
凄
ま
じ
い
暴

力
を
伴
う
支
配
に
よ
り
、
常
に
家
中
の
陰
鬱
な
空
気
が
晴
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
特
に
母
親
に
対
し
て
は
、
僅
か
な
咎
で
も
淳
一
の
理
解
を
超
え
る
ほ
ど
に

執
拗
な
暴
力
で
責
め
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
父
親
の
場
合
、
外
の
日
本
社

会
で
日
本
人
に
伍
し
て
商
売
を
や
っ
て
い
く
と
い
う
緊
張
感
を
、
う
ち
の
中
で

開
放
す
る
と
い
う
部
分
も
大
き
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
破
天
荒
な
ほ
ど
暴
力
的
な
父
親
は
、
在
日
の
多
く
の
家
庭
に

見
ら
れ
た
と
い
う
⑷
。
鄭
容
慎
の
韓
国
に
住
む
父
親
も
、
容
慎
が
「
ち
ょ
っ
と

へ
ま
を
す
る
と
、
す
ぐ
に
鞭
で
打
た
れ
た
」
ほ
ど
恐
ろ
し
い
父
親
で
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
彼
ら
の
親
の
世
代
で
あ
る
在
日
一
世
の
生
ま
れ
育
っ

た
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
に
あ
っ
て
は
、
社
会
的
に
も
儒
教
的
な
教
義
を
背
景
に
、

家
父
長
的
な
父
親
支
配
が
当
然
の
も
の
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
大
学
三
年
の
春
休
み
に
帰
省
し
た
折
に
、
例
に
よ
っ
て
、
ひ
ど
く
母
を

い
た
ぶ
る
父
親
に
対
し
、
淳
一
は
、
座
視
し
て
い
る
こ
と
に
我
慢
が
で
き
ず
、

初
め
て
、
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
。

�　
　
「
何
を
す
る
ん
だ
」

　

�　

父
の
前
に
立
つ
と
、
私
は
父
を
に
ら
み
つ
け
、
そ
う
叫
ん
だ
。
そ
れ
は
私

が
父
に
向
っ
て
投
げ
つ
け
た
、
最
初
の
怒
声
で
あ
っ
た
。
私
は
も
は
や
こ
の

父
に
我
慢
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
父
と
一
緒
に
、
ど
こ
へ
な
り
と
堕
ち
て

い
っ
て
も
構
わ
ぬ
と
い
う
気
持
ち
だ
っ
た
。　

　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
一
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
決
死
の
思
い
で
父
に
立
ち
向
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、「
長
年

の
肉
体
労
働
」
で
鍛
え
ら
れ
た
父
に
は
成
す
す
べ
も
な
く
、
馬
乗
り
に
な
ら
れ

て
殴
ら
れ
顔
中
血
だ
ら
け
に
な
っ
て
横
た
わ
る
と
い
う
結
末
と
な
っ
た
の
で

あ
っ
た
。

�　

し
か
し
、
こ
の
淳
一
の
父
へ
の
行
為
に
対
し
て
は
、
朝
鮮
人
の
間
で
も
厳
し

い
見
方
が
あ
る
こ
と
を
、
朴
裕
河
が
著
作
の
中
で
紹
介
し
て
い
る
⑸
。
彼
女
は
、

そ
こ
で
評
論
家
金
両
基
の
著
作
の
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。

　
「
彼
（
金
鶴
泳
）
の
作
品
を
読
ん
だ
韓
国
の
複
数
の
旧
世
代
の
批
判
は
、
非

難
に
近
か
っ
た
。「
金
鶴
泳
は
日
本
人
だ
ね
、
韓
国
人
な
ら
あ
ん
な
こ
と
を
し

な
い
」
と
親
に
暴
力
を
ふ
る
う
主
人
公
は
小
説
で
あ
っ
て
も
許
し
難
い
と
い

う
。（
略
）」

　

こ
の
よ
う
に
彼
女
は
、
金
鶴
泳
あ
る
い
は
金
両
基
（
一
九
三
三
年
生
ま
れ
）

と
い
っ
た
世
代
の
も
う
一
つ
上
の
世
代
に
は
、
家
父
長
制
を
柱
と
す
る
儒
教
精

神
は
抜
き
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
朴
裕
河
は
、
金
両
基
自
身
も
、
金
鶴
泳
に
つ
い
て
、「
孝
の
精
神
を
重
ん

じ
る
伝
統
的
価
値
観
が
身
に
つ
い
て
い
な
か
っ
た
」
と
難
じ
て
い
る
点
で
は
、

そ
の
旧
世
代
と
五
十
歩
百
歩
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
小
説
の
中
で
は
、
被
害
を
受
け
て
い
る
当
事
者
の
母
親
も
、
こ
の
点

で
は
、
淳
一
を
訓
諭
す
る
側
に
立
っ
て
い
る
。
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�　

母
も
父
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
私
に
向
か
い
、「
父
ち
ゃ
ん
に
手
向
か
う
の

だ
け
は
や
め
と
く
れ
」
と
い
っ
た
。
た
と
え
お
前
の
方
に
理
が
あ
っ
て
も
、

目
上
の
人
特
に
父
親
に
手
向
か
う
な
ど
は
、
非
常
に
い
け
な
い
こ
と
な
の

だ
、
と
い
っ
て
私
に
注
意
し
た
。
朝
鮮
で
は
特
に
そ
う
い
う
こ
と
に
厳
し

く
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
人
さ
ま
の
信
用
を
な
く
し
て
し
ま
う
、
と
い
う

の
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
二
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
人
の
精
神
に
根
深
く
浸
透
し
て
い
た
男
尊
女
卑
に
つ
な

が
る
儒
教
的
論
理
に
つ
い
て
は
、
韓
国
本
土
に
お
い
て
は
そ
の
後
の
民
主
化
政

権
の
樹
立
後
に
次
々
と
制
度
的
な
枠
組
み
の
改
正
が
行
わ
れ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問

題
へ
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
き
た
。
た
だ
、
こ
れ
に
伴
う
思
考
面
の
切
り
替

え
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
社
会
的
な
事
件
と
し
て
報
道
さ
れ
る
と
お
り
、
更
に

時
間
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
日
で
は
、
日
本
社
会
の
一
歩

先
を
歩
ん
で
い
る
と
い
う
の
が
大
勢
の
見
方
で
あ
る
。

　

淳
一
の
、
父
親
に
つ
い
て
の
回
想
は
こ
れ
に
終
わ
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の

冬
休
み
に
帰
っ
た
折
の
こ
と
が
回
想
さ
れ
る
。

　

淳
一
が
実
家
に
帰
っ
た
途
端
に
、「
表
面
懐
か
し
気
な
笑
い
を
浮
か
べ
て
話

し
な
が
ら
も
、
し
か
し
父
の
顔
と
声
に
は
、
ど
こ
か
、
私
の
胸
を
暗
く
し
な
い

で
は
お
か
な
い
よ
う
な
、
何
か
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
母
に
対
す
る
苛

立
ち
が
、
ま
た
父
の
中
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
、

す
ぐ
に
見
て
と
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、
父
と
母
の
間
に
起
き

る
で
あ
ろ
う
危
機
的
な
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
淳
一
の
神
経
を
使
っ
た
父

と
の
遣
り
取
り
の
か
い
な
く
、
二
人
の
激
し
い
応
酬
が
始
ま
る
。

　

�　

父
と
母
の
応
酬
は
、
す
で
に
人
間
と
し
て
の
い
っ
さ
い
の
理
性
を
、
失
い

尽
く
し
た
か
に
見
え
る
。
そ
の
凄
ま
じ
く
も
醜
悪
な
光
景
を
見
て
い
る
う
ち

に
、
ふ
と
私
は
い
つ
か
の
夏
の
蝉
を
思
い
出
し
た
。
蝉
の
声
を
掻
き
立
て
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
父
母
の
激
し
い
応
酬
の
耳
に
入
る
の
を
、
少
し
で
も
拒
も

う
と
し
て
い
た
。（
略
）
夫
婦
と
は
、
こ
の
よ
う
に
も
醜
く
争
え
る
も
の
な

の
か
。
―
醜
怪
な
悪
魔
が
跳
梁
し
て
い
る
―
気
の
遠
く
な
っ
て
い
く
よ
う
な

感
覚
の
中
で
私
は
思
っ
て
い
た
―
魔
物
は
父
の
上
に
君
臨
し
、
母
の
上
に
君

臨
し
て
、
こ
の
家
を
翻
弄
し
て
い
る
。　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
四
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
、「
私
の
心
は
、
一
種
の
真
空
状
態
に
陥
り
、
意
思
の

制
御
の
利
か
な
い
彼
方
に
押
し
や
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
主

人
公
淳
一
は
、
な
お
も
母
に
殴
り
か
か
っ
て
い
る
父
の
腕
と
襟
首
を
つ
か
ん

で
、
ぐ
い
と
押
し
た
と
こ
ろ
、「
父
の
身
体
は
、
妙
に
頼
り
な
く
、
ぐ
ら
り
と

よ
ろ
め
い
た
」
の
で
あ
っ
た
。
掴
ん
だ
腕
も
妙
に
肉
を
失
っ
て
い
る
感
じ
で
、

か
つ
て
石
を
ぶ
つ
け
る
よ
う
に
凄
ま
じ
い
勢
い
で
殴
り
つ
け
た
、
強
靭
な
腕
の

面
影
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
に
淳
一
は
、
父
の
老
い
を
見
て
取
っ
た
。
い
く
ら
性
質
が
、
無
神
経
で

横
暴
な
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
肉
体
は
、
す
で
に
老
い
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
そ
こ

に
、
淳
一
は
初
め
て
、
父
が
こ
の
社
会
で
、
日
本
人
に
あ
る
い
は
在
日
朝
鮮
人

た
ち
に
凌
駕
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
延
び
て
く
る
に
は
、
今
日
ま
で
淳
一
の
想

像
を
超
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
重
み
に
耐
え
て
き
た
歴
史
⑹
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
た
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こ
と
に
思
い
が
至
る
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
淳
一
の
「
理
解
」
に
よ
っ
て
も
、
父
親
と
の
距
離
の
接
近
に

つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
あ
と
に
も
、
く
ど
く
ど
と
母
の
悪

口
を
わ
め
き
続
け
る
父
の
口
元
は
、「
ど
こ
か
不
気
味
で
、
醜
怪
で
、
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
る
と
、
人
間
の
で
は
な
い
何
か
化
け
物
の
そ
れ
の
よ
う
に
も
思
わ

れ
て
く
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
以
前
と
全
く
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
も
、
父
親
と
縁
を
切
る
、
あ
る
い
は
疎
遠
な

関
係
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
作
者

は
家
庭
を
持
っ
た
あ
と
も
、
終
生
父
親
に
経
済
的
な
支
援
を
仰
い
で
い
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
親
子
の
経
済
的
な
支
援
は
、
決
し
て
一
般
的
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

㈡
　
妹
た
ち
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
国

　

淳
一
の
、
学
生
時
代
に
鄭
容
慎
と
別
れ
た
以
降
の
最
大
の
出
来
事
と
し
て
回

想
さ
れ
る
の
は
、
八
年
前
の
上
の
妹
の
明
子
と
、
五
年
前
の
下
の
妹
の
紀
子
の

北
朝
鮮
へ
の
帰
国
で
あ
っ
た
。

　

八
年
前
の
春
、
明
子
が
東
京
の
淳
一
の
下
宿
に
や
っ
て
き
て
、
ふ
い
に
こ
の

六
月
に
北
朝
鮮
に
帰
る
つ
も
り
だ
と
打
ち
明
け
た
の
は
、
淳
一
が
卒
業
論
文
の

追
い
込
み
に
か
か
っ
て
い
る
最
中
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

�　
「
あ
た
し
、
い
っ
そ
の
こ
と
北
朝
鮮
に
帰
ろ
う
と
思
う
の
。
思
う
じ
ゃ
な

く
て
、
も
う
そ
う
決
め
て
い
る
の
。
手
続
き
は
ま
だ
し
て
い
な
い
け
れ
ど
、

六
月
に
出
る
船
に
乗
る
こ
と
に
、
大
体
決
ま
っ
て
い
る
の
。
あ
た
し
、
も
う

い
や
、
あ
あ
い
う
家
に
い
る
の
。
恐
ろ
し
く
て
恐
ろ
し
く
て
、
気
が
変
に

な
っ
ち
ゃ
い
そ
う
。
そ
れ
よ
り
か
、
北
朝
鮮
に
行
っ
て
一
人
で
生
き
た
方

が
、
ど
ん
な
に
い
い
か
知
れ
な
い
…
」　　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
三
二
頁
）

　

い
く
ら
も
う
こ
れ
以
上
あ
の
陰
惨
な
家
に
住
み
た
く
な
い
と
い
っ
て
も
、

一
七
歳
の
少
女
が
親
族
も
知
人
も
誰
一
人
い
な
い
外
国
に
単
身
で
行
く
と
い
う

の
は
、
大
胆
な
決
断
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
い

た
淳
一
は
、
一
瞬
驚
く
こ
と
は
驚
い
た
が
、
す
ぐ
に
、「
そ
の
方
が
い
い
か
も

し
れ
な
い
」
と
賛
成
し
た
。
北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
当
時
、「
い
ま
も
の
す
ご

い
勢
い
で
発
展
し
つ
つ
あ
る
地
上
の
楽
園
」
で
あ
る
と
い
っ
た
情
報
⑺
を
断
片

的
に
聞
い
て
い
る
程
度
の
知
識
し
か
な
い
が
、
も
し
そ
う
で
な
い
に
し
て
も
、

「
あ
の
暗
い
家
に
い
て
、
神
経
的
に
、
精
神
的
に
虐
げ
ら
れ
る
こ
と
に
く
ら
べ

れ
ば
、
一
人
で
で
も
北
朝
鮮
に
帰
っ
て
、
そ
こ
で
伸
び
伸
び
と
生
き
た
方
が
、

ず
っ
と
幸
福
で
は
な
い
か
」
と
、
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
淳
一
の
判
断
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
こ
の
明
子
の

決
断
自
体
が
、
い
わ
ば
張
り
子
の
よ
う
な
脆
さ
と
繕
い
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
明
子
が
甲
板
に
立
っ
て
、
ま
さ
に
岸
壁
を
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
時

に
露
呈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
�　

そ
の
と
き
、
甲
板
の
上
の
明
子
の
表
情
が
、
さ
っ
と
変
わ
っ
た
。
そ
れ
ま

で
静
か
に
無
表
情
だ
っ
た
明
子
の
顔
に
、
急
に
動
揺
の
色
が
走
っ
た
。
ま
る

で
自
分
は
い
ま
母
や
家
族
か
ら
一
人
離
れ
、
見
知
ら
ぬ
土
地
に
行
こ
う
と
し

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
は
じ
め
て
真
に
悟
っ
た
か
の
ご
と
く
、
私
に
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な
じ
み
の
深
い
あ
の
怯
え
の
表
情
が
、
に
わ
か
に
明
子
の
顔
に
浮
か
ん
だ
。

す
る
と
、
も
は
や
母
の
こ
と
を
「
オ
モ
ニ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
は

ず
の
明
子
が
、
突
然
、
以
前
の
明
子
に
立
ち
返
っ
て
、
こ
う
叫
び
始
め
た
。

「
お
母
さ
ん
、
お
母
さ
ん
」（
略
）　　
　
　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
三
七
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
別
離
に
際
し
て
初
め
て
、
明
子
が
、
あ
の
陰
惨
な
家
か
ら
離

れ
る
た
め
に
自
分
が
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
代
償
の
大
き
さ
に
気
づ
き
、
悲
し
む

の
に
対
し
て
も
、
淳
一
は
な
す
す
べ
は
な
く
、
明
子
と
別
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。

　

そ
し
て
、
下
の
妹
の
紀
子
は
、
そ
の
三
年
後
の
高
校
を
卒
え
た
ば
か
り
の
時

に
、
や
は
り
一
人
で
北
朝
鮮
に
帰
っ
て
い
っ
た
と
、
小
説
の
中
で
一
行
の
み

で
、
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　　

こ
の
二
人
の
妹
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
に
つ
い
て
は
、
金
鶴
泳
の
実
生
活
面
で

は
、
他
の
小
説
に
は
触
れ
た
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
時
期
の
日
記
は
公
表

さ
れ
て
い
な
い
の
で
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
一
九
六
五
年
一
一
月
の
公

表
さ
れ
た
日
記
に
は
、「
静
愛
（
下
の
妹
）
が
朝
鮮
に
帰
国
し
て
か
ら
、
ち
ょ

う
ど
一
年
に
な
る
。」
と
の
記
述
が
あ
る
の
で
、
時
期
的
に
は
合
致
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
人
の
妹
の
帰
国
に
つ
い
て
は
、
日
記
や
他
の
作
品
に
は
な

い
に
し
て
も
、
ま
た
、
時
期
的
に
は
『
錯
迷
』
の
ず
っ
と
あ
と
に
な
る
が
、
の

ち
に
勤
め
る
こ
と
と
な
る
韓
国
系
の
日
刊
紙
「
統
一
日
報
」
の
コ
ラ
ム
欄
に
は

数
回
妹
た
ち
の
北
朝
鮮
へ
の
帰
国
を
扱
っ
た
短
文
が
あ
り
、
こ
の
帰
国
が
決

し
て
彼
女
ら
に
幸
せ
な
顛
末
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
特
に
、

一
九
七
六
年
九
月
の
コ
ラ
ム
に
は
、
上
の
妹
が
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
を

送
っ
て
欲
し
い
と
言
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
ま
だ
日
本
の
食
い
物
が
恋
し
い

の
か
と
笑
い
な
が
ら
送
っ
て
や
っ
た
の
だ
が
、
や
が
て
そ
れ
は
北
朝
鮮
の
食
糧

事
情
の
せ
い
だ
と
わ
か
り
、
つ
い
に
は
妹
本
人
が
栄
養
不
良
で
結
核
を
病
ん
で

い
る
と
い
う
状
況
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

北
朝
鮮
へ
の
帰
国
の
第
一
船
は
一
九
五
九
年
一
二
月
に
始
ま
り
、
八
四
年
に

終
わ
る
ま
で
に
総
計
九
万
三
千
人
あ
ま
り
が
帰
国
し
た
が
、
早
く
も
六
二
年
頃

に
は
、
北
朝
鮮
の
経
済
事
情
、
食
糧
事
情
が
楽
園
に
は
程
遠
い
と
い
う
実
態
⑻�

が
伝
わ
り
、
同
年
以
降
帰
国
者
は
激
減
し
た
⑼
。

　

淳
一
が
明
子
か
ら
帰
国
の
意
思
を
聞
か
さ
れ
た
時
（
そ
し
て
、
実
際
に
作
者

の
妹
が
帰
国
し
た
時
）
は
、
一
九
六
〇
年
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
よ
う
な
北
朝
鮮

の
国
内
事
情
に
通
じ
て
お
ら
ず
、
淳
一
が
上
述
の
通
り
、
無
責
任
と
も
思
え
る

返
事
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
や
む
を
得
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

　

し
か
し
、
作
者
の
、
み
す
み
す
妹
た
ち
を
そ
の
よ
う
な
地
に
送
り
出
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
悔
悟
の
思
い
は
大
き
く
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
コ
ラ
ム
欄
で
何
度

も
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
情
報
統
制
を
図

る
北
朝
鮮
の
体
質
が
彼
自
身
が
国
籍
を
韓
国
に
選
ぶ
、
一
つ
の
大
き
な
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
と
も
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
、
仙
台
で
の
鄭
容
慎
と
の
別
れ

　

予
定
通
り
、
そ
の
日
の
十
時
過
ぎ
の
汽
車
で
青
森
に
向
け
て
発
つ
鄭
容
慎
と
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二
人
で
、
そ
れ
ま
で
の
時
間
を
繁
華
街
の
料
理
屋
で
過
ご
し
た
。
そ
こ
で
も

容
慎
は
祖
国
の
統
一
の
必
要
性
と
そ
れ
に
向
け
た
活
動
に
自
分
が
積
極
的
に
関

わ
る
こ
と
の
意
義
を
「
一
種
熱
気
を
帯
び
た
」
調
子
で
語
る
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
昔
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
い
た
「
心
の
飢
」
な
る
も
の
は
跡
形
も
な
く

な
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
を
聞
い
た
申
淳
一
は
、
容
慎
に
比
べ
る
ま
で
も
な
く
、
自
分
が
朝
鮮
人

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
少
し
も
朝
鮮
人
と
し
て
生
き
て
い
な
い
、「
朝
鮮
」

と
無
縁
の
と
こ
ろ
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
自
分
の
空
虚
感
の
源

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
し
か
も
父
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
に
、
ま

す
ま
す
朝
鮮
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
、
思
い
を
巡
ら
す
の
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
淳
一
は
容
慎
の
語
る
と
こ
ろ
を
聞
い
て

い
た
。

　

�　

飲
食
の
最
中
、
鄭
容
慎
は
相
変
わ
ら
ず
朝
鮮
と
、
日
本
と
、
そ
れ
か
ら
世

界
の
政
治
情
勢
の
こ
と
を
飽
く
こ
と
な
く
語
り
続
け
た
。
そ
し
て
と
ど
の
つ

ま
り
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
お
け
る
、
彼
の
組
織
が
推
進
し
て
い
る
統
一
運

動
の
、
意
義
と
展
望
に
落
ち
着
く
の
だ
が
、
そ
れ
を
彼
は
い
く
つ
も
の
面
か

ら
確
認
し
て
い
く
の
だ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
彼
は
彼
の
論
理
に
よ
っ

て
裁
断
し
、
裁
断
さ
れ
た
事
柄
に
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
人
間
や
世
界
の

姿
は
彼
の
前
に
明
瞭
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
の
課
題
は
、
そ
の

明
瞭
な
姿
を
見
せ
て
い
る
世
界
に
人
間
を
ど
う
対
応
づ
け
、
動
か
す
か
に
あ

る
…
。　
　
　
　
　
　
　

��　
　
　
　
　
　
（『
錯
迷
』
作
品
集
Ⅱ
三
四
六
頁
）

　

鄭
容
慎
が
、
こ
の
よ
う
な
話
を
、
活
動
家
に
あ
り
が
ち
な
調
子
で
語
っ
た

時
、
以
前
の
淳
一
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、「
君
は
そ
う
い
う
け
ど
、
し
か
し
そ
れ

は
単
に
君
が
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
、
口
を

挟
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
の
淳
一
は
「
適
当
に
相
槌
を
打
つ
ば
か
り

で
、
彼
の
話
に
口
を
挟
む
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」。
そ
し
て
、「
自
分
の
中
に
閉

じ
こ
も
っ
た
ま
ま
の
私
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
一
個
の
朝
鮮
人
に
は
違
い
な
い

以
上
、
朝
鮮
の
平
和
と
朝
鮮
の
統
一
が
望
ま
し
い
こ
と
に
は
、
変
わ
り
は
な
い

の
で
あ
る
」
と
、
一
〇
人
分
の
署
名
用
紙
を
引
き
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
別
れ
際
に
は
、「
青
森
か
ら
帰
る
と
き
は
、
ま
た
仙
台
で
途
中
下
車
し
ろ

よ
。
も
っ
と
ゆ
っ
く
り
飲
も
う
よ
」
と
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
淳
一
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
作
者
の
心
情
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

常
々
本
人
も
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
は
決
し
て
人
付
き
合
い
の
い
い
方
で

は
な
く
、
ま
し
て
や
、
友
人
で
あ
っ
て
も
朝
鮮
人
を
自
分
か
ら
「
ま
た
一
緒
に

飲
も
う
」
と
誘
う
場
面
な
ど
は
、
皆
無
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
間
の
淳
一
の

言
動
に
は
以
前
と
異
な
っ
て
、
韓
国
と
の
距
離
を
縮
め
よ
う
と
い
う
思
い
が
感

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
の
小
説
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
前
後
は
、
欧
米
や
日
本
等
に
お
い

て
、
旧
態
然
と
し
た
社
会
シ
ス
テ
ム
に
対
し
、
戦
後
教
育
の
中
で
人
権
に
つ
い

て
の
新
た
な
思
考
を
身
に
着
け
た
若
者
た
ち
が
異
論
の
声
を
上
げ
始
め
た
時
期

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
に
大
国
間
の
対
立
に
よ
っ
て
生
じ
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た
東
西
冷
戦
体
制
の
も
と
で
、
や
が
て
大
き
な
地
殻
変
動
に
及
び
か
ね
な
い
小

さ
な
衝
突
が
世
界
の
あ
ち
こ
ち
に
生
じ
て
い
る
時
期
で
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島

の
情
勢
も
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
前
述
の
通
り
五
三
年
の
休
戦
協
定
の
の
ち
も
両

国
間
の
緊
張
状
態
は
緩
む
こ
と
な
く
、
一
触
即
発
の
危
機
的
な
状
況
は
依
然
と

し
て
か
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
北
朝
鮮
の
金
日
成
、
韓
国
の

朴
正
熙
と
も
に
、
国
内
の
政
治
体
制
の
引
き
締
め
を
一
層
強
め
て
い
る
時
期
で

あ
っ
た
が
、
日
本
へ
は
、
北
朝
鮮
の
国
内
事
情
に
つ
い
て
の
情
報
は
殆
ど
伝
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
韓
国
国
内
で
の
、
特
に
反
共
を
柱
と
す
る
思

想
統
制
が
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
増
し
、
多
く
の
政
治
家
や
文
化
人
が
そ
の
標
的

と
さ
れ
て
い
る
と
の
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　

日
本
に
住
む
い
わ
ゆ
る
在
日
作
家
の
多
く
は
、
戦
後
も
、
戸
籍
上
は
北
朝
鮮
、

韓
国
の
包
括
的
な
地
名
と
し
て
の
「
朝
鮮
」
籍
の
ま
ま
と
し
て
い
た
。
つ
ま
り

は
、
南
北
が
分
断
さ
れ
た
状
態
を
克
服
し
て
、
朝
鮮
半
島
の
朝
鮮
民
族
が
南
北

統
一
を
目
指
す
「
朝
鮮
」
籍
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
当
初
、
作
家
と
し
て
の

活
動
は
朝
鮮
総
連
の
も
と
で
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
早
く
も
一
九
五
〇
年
代
か

ら
総
連
に
よ
る
彼
ら
の
活
動
に
対
す
る
激
し
い
干
渉
、
意
見
対
立
が
繰
り
返
さ

れ
る
中
で
、
金
達
寿
，
金
石
範
、
金
時
鐘
ら
は
総
連
と
決
別
し
た
。
ま
た
、
総

連
職
員
で
あ
っ
た
李
恢
成
は
、
総
連
内
部
の
人
事
紛
争
に
嫌
気
が
さ
し
、
六
六

年
に
脱
退
し
た
。
し
か
し
他
方
、
彼
ら
は
ま
た
、
戸
籍
を
韓
国
籍
に
移
す
こ
と

を
拒
否
し
て
い
た
上
に
、
韓
国
の
軍
事
色
の
強
い
政
権
が
、
民
主
主
義
を
求
め

る
自
国
民
を
弾
圧
し
て
い
る
実
態
に
批
判
的
な
見
解
を
明
示
し
て
い
た
た
め
、

一
九
八
〇
年
代
ま
で
、
韓
国
へ
の
入
国
も
閉
ざ
さ
れ
て
お
り
、
戸
籍
の
面
も
変

更
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
八
〇
年
代
末
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
韓

国
の
民
主
化
を
見
極
め
る
中
で
、
金
時
鐘
や
李
恢
成
ら
は
や
っ
と
順
次
「
韓
国
」

籍
に
移
行
し
た
が
、
金
石
範
ら
の
よ
う
に
、
南
北
両
国
が
統
合
す
る
ま
で
は
片

一
方
に
与
し
な
い
と
、「
朝
鮮
」
籍
そ
の
ま
ま
の
作
家
も
存
在
し
て
い
る
(10）

。

　

そ
ん
な
中
で
、
一
九
七
一
年
の
時
点
で
作
家
金
鶴
泳
が
な
ぜ
韓
国
を
選
ん
だ

の
か
。
前
述
の
通
り
、
こ
の
時
期
に
は
、
周
辺
の
在
日
作
家
は
大
半
が
、「
反
韓

国
」
の
立
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
彼
ら
と
相
談
あ
る
い
は
意
見
を
交
わ

し
た
記
録
は
な
い
。
ま
た
、
金
鶴
泳
が
、
韓
国
の
政
治
状
況
に
関
心
が
な
か
っ

た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
こ
の
す
こ
し
前
に
発
表
さ
れ
た『
緩
衝
溶
液
』（
一
九
六
七

年
）
で
は
、
一
九
六
〇
年
の
李
承
晩
退
陣
を
決
定
づ
け
た
韓
国
国
民
の
大
規
模

抗
議
活
動
を
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
間
の
韓
国
行
政
の
中
で
、
金
鶴

泳
に
と
っ
て
は
承
服
し
難
い
政
策
が
出
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
在
日
作

家
の
よ
う
に
自
分
の
見
解
を
自
ら
公
に
す
る
よ
う
な
行
為
は
全
く
な
か
っ
た
こ

と
も
事
実
で
あ
る
。
彼
の
性
格
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

移
籍
後
の
ス
ム
ー
ズ
な
活
動
の
開
始
を
み
る
と
、
周
辺
の
韓
国
人
と
の
間
で
国

籍
移
行
に
向
け
て
の
そ
れ
な
り
の
下
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。

　

日
記
に
は
国
籍
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
行
政
的
に
は
「
朝
鮮
」
籍
は

「
北
朝
鮮
国
籍
」
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
子
供
を
北
朝
鮮
系
の
「
金
日
成
崇
拝

の
学
校
」(11）
に
行
か
せ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
を
直
接
的
な
理
由
と
し
て
記
し
て

い
る
。
だ
が
加
え
て
、
北
朝
鮮
を
忌
避
し
た
理
由
と
し
て
、
上
述
の
、
妹
た
ち

の
北
朝
鮮
に
お
け
る
惨
め
な
非
人
道
的
な
処
遇
と
い
っ
た
こ
と
が
当
然
に
浮
か

び
上
が
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
を
全
く
報
道
し
な
い
こ
の
国
の
言
論
の
統
制
と
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い
っ
た
体
質
は
、
金
鶴
泳
に
は
相
容
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
日
記
に
は
、
こ
の
国
籍
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
親
が
怒
っ
て
こ
の
先

の
支
援
を
打
ち
切
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
を
記
し
て
い
る
。
父

の
存
在
は
、
北
朝
鮮
を
忌
避
す
る
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
経
済
的

な
依
存
と
い
う
意
味
か
ら
は
、
作
者
に
は
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
八
年
前
に
、
父
と
母
の
喧
嘩
を
仲
裁
し
よ
う
と
父
に
歯
向
か
っ
た
時
も
そ

の
懸
念
を
し
た
が
、
そ
の
後
の
授
業
料
と
生
活
費
の
送
金
を
止
め
ら
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
経
験
か
ら
も
、
結
局
は
、
父
の
意
向
は
忖
度
し
な
い
で

戸
籍
の
手
続
き
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
幸
い
に
も
、
そ
の
後
の
支
援
の

送
金
は
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。

�

そ
ん
な
経
緯
を
経
な
が
ら
も
、
手
続
き
後
約
一
年
を
経
て
翌
年
の
四
月
に
は

韓
国
国
籍
を
取
得
し
た
金
鶴
泳
は
、
そ
の
五
月
に
は
初
の
韓
国
旅
行
に
旅
立

ち
、
さ
ら
に
翌
年
二
月
に
は
韓
国
系
日
刊
紙
を
発
行
す
る
「
統
一
日
報
社
」
に

入
社
し
、
韓
国
系
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
動
を
開
始
す
る
等
、
順

調
な
滑
り
出
し
を
見
せ
て
い
る
。

�

し
か
し
、
彼
は
以
前
か
ら
の
「
生
」
と
「
死
」
の
狭
間
に
関
わ
る
苦
悩
か
ら

解
放
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
先
も
、
そ
の
「
生
」
の
課
題
と
新
た
に
抱

え
込
む
こ
と
に
な
っ
た
「
政
治
的
課
題
」
の
双
方
に
ま
た
裂
き
状
態
に
な
り
か

ね
な
い
人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

注⑴　

�

日
立
製
作
所
入
社
を
拒
否
さ
れ
た
在
日
朝
鮮
人
朴
鐘
碩
が
横
浜
地
裁
に
提

訴
し
た
裁
判
は
、
七
四
年
に
不
当
差
別
を
違
法
と
す
る
判
決
が
初
め
て
出

さ
れ
た
。（
朴
鐘
碩
他
『
日
本
に
お
け
る
多
文
化
共
生
と
は
何
か
』
新
曜

社
二
〇
〇
八
年
）

⑵�　

水
野
直
樹
・
文
京
洙
『
在
日
朝
鮮
人
』（
岩
波
新
書
二
〇
一
五
年
）

⑶　

�

一
九
三
〇
年
に
行
わ
れ
た
植
民
地
朝
鮮
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
、
普
通
学

校
へ
の
就
学
率
は
推
計
で
男
子
二
六
・
三
％
女
子
七
・
五
％
で
あ
っ
た
と
い

う
か
ら
、
学
校
に
は
全
く
通
っ
て
お
ら
ず
文
字
の
読
み
書
き
が
で
き
な
い

こ
の
父
親
は
特
別
な
例
で
は
な
い
。（
趙
景
達
『
植
民
地
朝
鮮
と
日
本
』

岩
波
新
書
二
〇
一
三
年
）

⑷　

�

凄
ま
じ
い
暴
力
で
特
に
母
親
を
責
め
、
家
族
を
制
圧
す
る
父
親
の
姿
は
、

金
鶴
泳
以
外
に
も
多
く
の
在
日
朝
鮮
人
文
学
に
登
場
す
る
。
梁
石
日
『
血

と
骨
』（
幻
冬
舎
一
九
九
八
年
）、
李
恢
成
『
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
』（
講

談
社
一
九
六
九
年
）
等
、
枚
挙
に
厭
わ
な
い
。

⑸　

�

朴
裕
河
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
ク
レ
イ

ン
二
〇
〇
七
年
）

⑹　

�

金
鶴
泳
の
後
の
小
説
に
な
る
が
、
父
親
が
日
本
人
従
業
員
の
不
正
に
対
し

「
あ
の
野
郎
俺
が
字
を
知
ら
ね
え
と
思
っ
て
嘗
め
や
が
っ
て
」
と
歯
ぎ
し

り
す
る
場
面
（『
鑿
』）
等
が
、
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。

⑺　
�

大
量
の
帰
国
者
に
よ
っ
て
事
業
が
成
功
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
総
連
が
「
地

上
の
楽
園
」
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
一
翼
を
担
っ
た
。（
テ
ッ
サ
・
モ
ー
リ

ス
・
ス
ズ
キ
著
田
代
泰
子
訳
『
北
朝
鮮
へ
の
エ
ク
ソ
ダ
ス
』（
朝
日
新
聞

社
三
〇
〇
七
年
））
な
ど
に
よ
る
。

⑻　

�

関
貴
星
『
楽
園
の
夢
破
れ
て
』（
亜
紀
書
房
一
九
九
七
年
元
版
は
全
貌
社
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一
九
六
二
年
）　

同
書
の
著
者
ら
は
六
〇
年
八
月
に
北
朝
鮮
を
訪
問
し
、

帰
国
早
々
の
帰
国
者
た
ち
の
生
活
実
態
を
見
よ
う
と
し
た
が
、
当
局
に
よ

る
制
約
で
実
現
し
た
の
は
一
部
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
日
本
に
い
る

身
内
な
ど
に
検
閲
を
く
ぐ
っ
て
送
っ
て
き
た
手
紙
を
併
せ
て
読
む
と
、
事

前
に
聞
か
さ
れ
た
「
地
上
の
楽
園
」
と
は
程
遠
く
、
基
礎
的
な
生
活
物

質
、
食
糧
も
枯
渇
し
て
い
る
惨
め
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
帰
国
者
た

ち
の
実
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
態
は
、
六
一
頃
か
ら
日
本
国
内
で

も
だ
ん
だ
ん
と
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑼　

�

六
〇
年
四
万
九
千
人
、
六
一
年
二
万
二
八
百
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、
六
二

年
に
は
三
千
五
百
人
に
な
っ
て
い
る
。
金
賛
汀
『
在
日
コ
リ
ア
ン
百
年

史
』（
三
五
館
一
九
九
七
年
）

（10）　

�

中
村
一
成
『
思
想
と
し
て
の
朝
鮮
籍
』（
岩
波
書
店
二
〇
一
七
年
）

（11）　

日
記
一
九
七
〇
年
十
二
月
三
日
（
作
品
集
１
五
三
四
頁
）

付
記　

�

金
鶴
泳
の
本
文
の
引
用
は
、「
金
鶴
泳
作
品
集
」
全
二
巻
（
ク
レ
イ
ン

二
〇
〇
四
～
二
〇
〇
六
）
に
よ
っ
た
。

（
さ
わ
べ　

き
よ
し
・
明
治
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）

　『
明
治
大
学
日
本
文
学
』
第
二
十
号
〈
記
念
特
集
号
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
一
九
九
二
年
八
月
刊
＊

　
「
明
治
大
学
日
本
文
学
」
第
二
十
号
の
刊
行
に
際
し
て　
　

大
野　

順
一

　

二
人
の
英
雄
神
に
関
す
る
一
考
察　
　
　

�　
　
　
　
　
　
　

遠
藤　

浩

　
『
宝
物
集
』
注
釈
の
た
め
の
試
解
（
一
）

　
　
二
万
郷
説
話
の
考
証　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　
　

山
下　

哲
郎

　

浮
上
す
る
家
族　
〈
知
識
―
権
力
〉
と
し
て
の
『
門
』　　
　
　

野
本　

聡

　
『
こ
こ
ろ
』
論　
〈
孤
児
〉
と
〈
新
し
い
女
〉　　
　
　
　
　
　
　

松
下　

浩
幸

　

中
西
伊
之
助
論　
生
涯
と
文
学　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

呉　

皇
禪

　

堀
辰
雄
「
不
器
用
な
天
使
」
論

　
　
他
者
意
識
を
め
ぐ
っ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
坪　

利
彦

　

小
説
家　

中
村
光
夫　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

恒
久

　

田
村
俊
子
・
野
上
弥
生
子
参
考
文
献
目
録
・
補
遺
（
二
）　　
坂　

敏
弘

　
　

　
　
〈
修
士
論
文
要
旨
〉〈
通
巻
目
次
〉〈
日
本
文
学
専
攻
提
出
論
文
一
覧
〉

　
　
〈
明
治
大
学
日
本
文
学
研
究
会
会
則
〉


