
み
な
さ
ま
︑
こ
ん
に
ち
は
︒
柴
田
と
申
し
ま
す
︒
私
は
大
学
教
員
に
な
っ
て
四
二
年
ぐ
ら
い
な
ん
で
す
け
ど
︑
四
二
年
間
の
中
で

も
一
番
目
︑
二
番
目
く
ら
い
に
今
日
は
緊
張
し
て
い
ま
す
︒
常
務
理
事
︑
そ
の
他
大
変
偉
い
先
生
方
の
前
で
お
話
し
す
る
と
い
う
こ

と
で
︑
面
接
よ
り
も
つ
ら
い
感
じ
な
ん
で
す
が
︑
た
だ
あ
り
が
た
い
こ
と
に
照
明
が
ま
ぶ
し
く
て
︑
み
な
さ
ま
の
方
が
よ
く
見
え
ま

せ
ん
︒
そ
の
点
は
ち
ょ
っ
と
気
が
楽
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

先
ほ
ど
の
四
聖
祭
で
も
お
話
が
出
ま
し
た
よ
う
に
︑
哲
学
と
い
う
も
の
を
め
ぐ
っ
て
百
年
間
も
﹁
哲
学
堂
祭
﹂
と
い
う
行
事
を
続

け
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
世
界
中
探
し
て
も
相
当
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
席
で
記
念
講
演
を
さ
せ
て
い
た

だ
け
る
と
い
う
こ
と
は
︑
非
常
に
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
し
て
︑
関
係
者
の
み
な
さ
ま
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

さ
て
︑
今
年
二
〇
一
九
年
九
月
五
日
に
第
七
回
国
際
井
上
円
了
学
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
が
︑
そ
の
全
体
テ
ー
マ
が
哲
学
堂
公
園

で
し
た
︒
い
く
つ
も
の
興
味
深
い
発
表
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
東
洋
大
学
非
常
勤
講
師
の
佐
藤
厚
先
生
が
哲
学
堂
祭
に
つ
い
て
詳
し
く

踏
み
込
ん
だ
研
究
報
告
を
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
︑
こ
の
哲
学
堂
祭
と
い
う
の
は
井
上
円
了
先
生
の
遺
言
に
基
づ
い
て
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追
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演
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︼
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ト
と
﹁
現
象
の
救
い
﹂

柴
田
隆
行

shibata
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毎
年
開
催
さ
れ
て
い
て
︑
途
中
で
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
︑
未
開
催
も
含
め
て
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
︑
今

日
は
第
一
〇
一
回
目
に
な
る
そ
う
で
す
︒

こ
の
記
念
講
演
と
そ
の
前
の
墓
前
祭
︑
四
聖
祭
の
三
点
セ
ッ
ト
を
実
施
す
る
ほ
か
︑
甘
酒
︑
コ
ー
ヒ
ー
︑
お
茶
を
振
る
舞
う
と
い

う
こ
と
も
遺
言
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
す
︒
先
ほ
ど
佐
藤
先
生
に
︑
円
了
先
生
の
時
代
に
コ
ー
ヒ
ー
っ
て
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か

ら
︑
甘
酒
︑
お
茶
ぐ
ら
い
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
か
と
伺
っ
た
ら
︑
む
し
ろ
逆
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
︒
遺
言
に
は
甘
酒
︑
コ
ー
ヒ
ー
は
書

い
て
あ
る
け
ど
︑
お
茶
は
載
っ
て
い
な
い
ん
だ
そ
う
で
す
︒
円
了
先
生
が
亡
く
な
っ
た
の
は
大
正
八
年
で
す
か
ら
︑
そ
の
頃
に
甘
酒
︑

コ
ー
ヒ
ー
と
書
く
と
い
う
の
は
相
当
ハ
イ
カ
ラ
と
い
い
ま
す
か
︑
さ
す
が
に
あ
の
時
代
に
三
度
も
世
界
旅
行
を
さ
れ
た
方
だ
な
︑
と

認
識
を
新
た
に
し
ま
し
た
︒

そ
れ
で
こ
の
記
念
講
演
で
す
け
れ
ど
も
︑
日
本
を
代
表
す
る
数
々
の
哲
学
の
先
生
が
こ
こ
で
講
演
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
東
京
大

学
で
最
初
に
哲
学
を
始
め
た
井
上
哲
次
郎
︑
そ
し
て
三
宅
雪
嶺
︑
三
枝
博
音
︑
出
隆
と
い
っ
た
方
々
や
︑
ま
た
私
が
指
導
を
受
け
た

園
田
義
道
先
生
や
飯
島
宗
亨
先
生
︑
あ
る
い
は
大
村
晴
雄
先
生
︑
高
峯
一
愚
先
生
と
い
っ
た
方
々
も
こ
こ
で
お
話
し
さ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
の
よ
う
な
場
に
私
が
立
つ
こ
と
が
出
来
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
大
変
光
栄
に
思
い
ま
す
︒

今
年
は
順
番
で
言
い
ま
す
と
︑
四
聖
の
う
ち
の
カ
ン
ト
の
年
に
な
り
ま
す
︒
そ
こ
で
本
日
の
講
演
タ
イ
ト
ル
を
︑﹁
カ
ン
ト
と
﹃
現

象
の
救
い
﹄﹂
と
し
ま
し
た
︒
実
は
私
は
何
年
か
前
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
つ
い
て
こ
の
場
で
話
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
︑
今
回
で
二
回
目

に
な
り
ま
す
︒
ま
た
︑
私
の
専
門
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
思
想
な
の
で
︑
カ
ン
ト
な
ら
ち
ょ
っ
と
任
せ
と
け

と
い
う
感
じ
も
あ
る
の
で
︑
そ
う
い
う
意
味
で
も
多
少
は
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

そ
れ
で
は
本
題
に
入
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
︑
最
初
に
ご
く
私
的
な
話
か
ら
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
私
は
学

生
の
頃
︑
当
時
日
本
で
二
番
目
に
授
業
料
が
安
い
と
言
わ
れ
て
い
た
神
奈
川
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
︒
一
番
安
い
の
は
ど
こ
だ
っ
た

32



か
と
い
う
と
︑
国
際
基
督
教
大
学
で
し
た
︒
神
奈
川
大
学
の
英
語
英
文
学
科
と
い
う
と
こ
ろ
に
入
っ
て
卒
業
し
ま
し
た
︒
た
だ
︑
私

の
学
生
時
代
は
二
年
間
が
バ
リ
ケ
ー
ド
ス
ト
ラ
イ
キ
︑
自
主
ス
ト
ラ
イ
キ
だ
っ
た
の
で
︑
実
際
に
大
学
で
学
ん
だ
の
は
二
年
間
だ
け

で
し
た
︒
そ
の
二
年
間
で
︑
私
の
ゼ
ミ
の
指
導
教
授
が
信
太
正
三
と
い
う
先
生
で
し
た
︒
た
だ
︑
私
が
ゼ
ミ
に
入
っ
た
時
に
︑
信
太

先
生
は
す
で
に
癌
に
侵
さ
れ
て
入
院
さ
れ
て
い
ま
し
て
︑
授
業
を
受
け
た
の
は
四
回
か
五
回
︒
ゼ
ミ
は
自
主
的
に
や
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
の
で
︑
先
生
が
い
な
く
て
も
勝
手
に
や
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
単
位
は
も
ら
い
ま
し
た
︒

そ
の
四
回
か
五
回
ほ
ど
の
信
太
先
生
の
授
業
で
扱
わ
れ
た
の
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
本
で

し
た
︒
そ
の
中
に
︑
例
え
ば
﹁
言
葉
は
存
在
の
家
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
一
節
が
あ
り
ま
す
が
︑
そ
の
一
節
を
め
ぐ
っ
て
一
時
間
半
の

授
業
で
そ
れ
だ
け
し
か
進
ま
な
い
ん
で
す
︒
一
回
の
授
業
で
一
行
だ
け
︒
そ
う
い
う
す
ご
く
濃
い
ゼ
ミ
の
授
業
を
受
け
ま
し
て
︑
私

は
信
太
先
生
に
大
変
な
感
銘
を
受
け
ま
し
た
︒

そ
の
信
太
先
生
が
︑
一
九
七
〇
年
に
東
洋
大
学
に
移
籍
さ
れ
た
ん
で
す
︒
飯
島
宗
亨
先
生
が
お
呼
び
に
な
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
︑
私
も
後
を
追
っ
て
着
い
て
行
き
ま
し
た
︒
そ
れ
で
東
洋
大
学
の
大
学
院
に
入
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
の
年
の
五
月
一
五
日
に

先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
ん
な
こ
と
で
︑
私
は
信
太
先
生
の
授
業
を
東
洋
大
学
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
︒
大
学
院
で
す
の
で
指
導
教
員
が
変
わ
っ
て
︑
そ
れ
が
暉
峻
凌
三
と
い
う
先
生
で
し
た
︒
暉
峻
先
生
は
字
が
難
し
い
の

で
︑
普
段
授
業
に
来
て
い
な
い
学
生
は
﹁
き
し
ゅ
ん
先
生
い
ま
す
か
？
﹂
と
か
言
っ
て
︑
来
て
な
い
こ
と
が
バ
レ
る
と
い
う
ね
︒
そ

の
暉
峻
先
生
の
も
と
で
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

そ
れ
で
信
太
先
生
の
話
に
戻
る
ん
で
す
け
ど
︑
先
生
は
で
す
ね
︑
大
正
三
年
三
月
三
日
に
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
︑
正
三
と

い
う
名
前
が
つ
い
た
そ
う
で
す
︒
京
都
大
学
の
哲
学
科
を
卒
業
し
て
︑
そ
の
年
の
十
二
月
に
赤
紙
が
来
て
戦
争
に
呼
び
出
さ
れ
て
︑

一
九
四
六
年
二
月
ま
で
の
六
年
間
︑
中
国
の
戦
地
で
軍
務
に
つ
い
て
い
ま
し
た
︒
六
年
間
と
い
う
の
は
学
徒
出
陣
で
も
長
す
ぎ
る
ん
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じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
ん
で
す
け
ど
︑
先
生
に
言
わ
せ
る
と
︑
上
申
書
か
何
か
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
書
類
を
出
す
の

が
嫌
で
︑
白
紙
で
出
し
た
と
︒
そ
れ
で
懲
罰
的
に
六
年
間
も
戦
地
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
︒
そ
し
て
戦
争
が
終
わ
っ
て
︑

今
の
神
奈
川
大
学
で
あ
る
横
浜
専
門
学
校
の
倫
理
学
の
教
員
と
な
り
︑そ
し
て
一
九
七
〇
年
に
東
洋
大
学
に
移
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

信
太
先
生
は
ニ
ー
チ
ェ
研
究
で
有
名
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
研
究
し
な
が
ら
も
︑
ど
う
し
て
も
ご
自
身
の
六
年
間
の
戦
争
体
験
と

い
う
も
の
を
抜
き
に
は
哲
学
を
語
れ
な
い
と
お
考
え
に
な
り
︑﹃
私
の
戦
争
体
験
史
﹄︵
理
想
社
︑
一
九
六
八
年
︶
と
い
う
本
を
書
く

ん
で
す
︒
戦
争
体
験
を
体
の
中
に
刺
さ
っ
た
棘
と
し
て
引
き
受
け
︑
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
根
源
的
な
悪
み
た
い
な
も
の
を
追
求
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
悪
に
負
け
て
は
い
け
な
い
︒
自
分
の
中
に
刺
さ
っ
た
棘
を
引
き
抜
い
て
︑
何
と
か
し
て
根
源
悪
か
ら
脱

却
し
て
外
に
出
て
︑
新
た
に
何
か
を
追
求
す
る
︒
そ
う
い
う
哲
学
を
目
指
し
て
︑︿
出
撃
と
し
て
の
実
存
﹀
︱
︱
な
か
な
か
過
激
な
表

現
で
す
け
ど
︱
︱
と
い
う
言
葉
を
作
り
出
し
て
提
唱
さ
れ
ま
し
た
︒︿
実
存
﹀
と
い
う
の
は
︿
e
x
is
te
n
c
e﹀
で
す
が
︑︿
e
x
is
te
n
c
e﹀

の
︿
e
x
﹀
は
︿
外
﹀︑︿
出
口
﹀
と
い
う
意
味
で
す
︒
そ
の
言
葉
を
使
っ
て
︿
出
撃
と
し
て
の
実
存
﹀
と
言
わ
れ
た
わ
け
で
す
︒
そ
の

信
太
先
生
が
︑
戦
争
が
終
わ
っ
て
学
究
生
活
に
戻
っ
て
最
初
に
書
か
れ
た
論
文
が
﹁
神
な
き
救
済
論
︱
︱
哲
学
的
素
描
﹂︵﹃
信
太
正

三
研
究
﹄
第
六
号
︑
一
九
八
七
年
︑
掲
載
︹
原
文
は
一
九
四
七
年
︺︶
と
い
う
も
の
で
す
︒
中
身
を
読
む
と
︿
現
象
の
救
い
﹀
と
い
う

の
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
て
︑
翌
年
﹁
現
象
の
救
ひ
︱
︱
序
章
﹂︵﹃
望
楼
﹄
Ⅲ
の
２
︑
一
九
四
八
年
︶
と
い
う
論
文
を
書
か
れ
ま
し

た
︒そ

う
い
う
わ
け
で
︑
今
日
の
﹁
カ
ン
ト
と
﹃
現
象
の
救
い
﹄﹂
と
い
う
テ
ー
マ
は
︑
私
が
信
太
先
生
と
暉
峻
先
生
か
ら
の
哲
学
的
影

響
を
受
け
て
考
え
た
も
の
な
ん
で
す
︒︿
現
象
の
救
い
﹀
と
い
う
の
は
で
す
ね
︑
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
古
代
ギ
リ

シ
ャ
の
哲
学
と
関
係
し
て
い
ま
す
︒
プ
ラ
ト
ン
と
い
う
人
は
︑
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
根
源
を
追
求
し
て
イ
デ
ア
の
世
界
︑
こ
れ
は
理
想

と
か
理
念
と
訳
さ
れ
ま
す
け
ど
︑
そ
の
イ
デ
ア
の
世
界
を
見
出
し
ま
し
た
︒
イ
デ
ア
の
世
界
こ
そ
が
真
実
の
世
界
で
あ
る
と
︒
そ
う
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す
る
と
︑
現
象
の
世
界
と
い
う
の
は
︑
イ
デ
ア
の
世
界
を
象
っ
た
も
の
を
投
影
し
た
影
と
み
な
さ
れ
ま
す
︒
私
た
ち
が
現
実
と
言
っ

て
い
る
も
の
は
影
に
す
ぎ
ず
︑
真
実
は
イ
デ
ア
の
世
界
で
あ
る
︒
人
々
は
今
洞
窟
の
中
に
生
き
て
い
て
︑
洞
窟
の
壁
に
映
っ
た
影
を

見
て
現
実
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
︒
真
実
は
洞
窟
か
ら
出
た
向
こ
う
側
に
あ
る
の
だ
︑
と
プ
ラ
ト
ン
は
言
っ
た
わ
け
で
す
︒

こ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
の
お
弟
子
さ
ん
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
人
は
︑
何
か
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
︒

む
し
ろ
私
た
ち
が
現
実
に
生
き
て
い
る
こ
の
世
界
の
方
が
真
実
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
決
し
て
影
な
ど
で
は
な
い
と
︒
プ
ラ
ト
ン
先
生

が
言
う
よ
う
に
イ
デ
ア
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
向
こ
う
の
世
界
に
︑
つ
ま
り
こ
の
現
実
と
か
け
離
れ
て
存
在

す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
こ
の
現
実
の
中
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
現
象
と
し
て
見
え
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
可
能
態
︑
あ
る
い
は
可
能
性
と
も
い
い
ま
す
け
ど
︑
可
能
性
と
し
て
隠
れ
て
い
る
も
の
が
様
々
な
活
動
に
よ
っ
て
現
実
化

す
る
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
現
れ
て
く
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
が
現
実
の
世
界
で
あ
っ
て
︑
決
し
て
あ
の
世
と
こ
の
世
が
分
か
れ
て
い
て
︑

こ
ち
ら
の
世
界
が
影
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
可
能
性
が
現
実
化
す
る
と
い

う
運
動
の
こ
と
を
ギ
リ
シ
ャ
語
で
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
︑
現
代
の
英
語
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
言
い
ま
す
︒
人
間
が
様
々
な
こ
と
を
エ
ネ
ル

ゲ
イ
ア
す
る
と
い
う
の
は
︑
決
し
て
ど
こ
か
か
ら
降
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
︑
自
分
の
中
の
可
能
性
︑
自
分
の
中
に
存
在
す
る
イ
デ

ア
を
ど
う
や
っ
て
発
現
す
る
か
︑
ど
う
や
っ
て
出
す
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
う
し
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
を
受
け
て

信
太
先
生
は
︑
哲
学
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
世
界
の
現
象
を
扱
い
︑
現
象
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
理
論
的
探
究
だ
と
ま
と
め

ま
し
た
︒
つ
ま
り
哲
学
は
世
界
の
生
成
変
化
を
理
論
的
に
説
明
す
る
営
み
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

と
こ
ろ
が
よ
く
考
え
て
み
る
と
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
う
人
が
実
際
に
何
を
や
っ
た
か
と
い
う
と
︑
理
論
的
な
探
究
を
行
っ
た

だ
け
で
あ
り
︑
現
実
の
世
界
に
ど
の
程
度
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
怪
し
い
部
分
が
あ
り
ま
す
︒
む
し
ろ
︑
現
実
の
世
界
は
影

に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
方
が
︑
世
の
中
を
改
革
す
る
運
動
に
実
践
的
・
具
体
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
ん
で
す
︒
さ
ら
に
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も
っ
と
遡
る
と
︑
プ
ラ
ト
ン
の
先
生
で
あ
り
︑
プ
ラ
ト
ン
が
哲
学
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
て
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
わ
せ
た
ソ
ク
ラ

テ
ス
︑
そ
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
こ
そ
が
︑
人
間
の
現
実
存
在
と
い
う
も
の
を
探
究
す
べ
き
対
象
だ
と
考
え
た
ん
で
す
︒
で
す
の
で
︑
現
象

の
救
い
︑
現
象
の
世
界
と
い
う
も
の
を
探
究
す
る
た
め
の
考
え
方
と
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
方
が
い
い
け
れ
ど
も
︑
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
考
え
て
み
る
と
︑
や
は
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
ま
で
遡
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
信
太
先
生
は
考
え

て
お
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

私
の
言
葉
で
言
え
ば
︑
い
く
ら
哲
学
だ
と
か
真
理
の
探
究
だ
と
か
言
っ
て
も
︑
哲
学
を
思
索
し
て
い
る
人
間
自
身
︑
た
と
え
ば
私

自
身
は
現
実
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
う
す
る
と
︑
現
実
の
生
身
の
人
間
と
し
て
︑
肉
体
を
持
っ
た
存
在
者
が
ど
こ
ま
で
真

実
世
界
を
追
求
で
き
る
の
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
信
太
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
身
体
と
し
て
で
な
け
れ
ば
︑

人
間
は
血
肉
を
も
っ
た
内
面
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
︒
受
肉
し
た
内
面
性
を
身
体
と
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
に
︑
わ
れ
わ
れ
は

各
々
︑
真
に
現
実
に
実
存
す
る
︒
信
太
先
生
は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ら
ま
す
︒

晩
年
の
著
作
に
書
い
て
あ
る
こ
と
な
ん
で
す
が
︑
信
太
先
生
は
胃
癌
だ
っ
た
の
で
︑
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
︒

今
は
点
滴
も
良
く
な
っ
て
き
て
︑
点
滴
で
太
る
人
も
い
る
ら
し
い
で
す
が
︑
そ
の
頃
は
点
滴
だ
け
で
ガ
リ
ガ
リ
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
︒
私
は
毎
週
の
よ
う
に
自
転
車
に
乗
っ
て
お
見
舞
い
に
行
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
私
は
当
時
学
生
で
し
た
が
︑
そ
の
偉
い
先

生
が
い
つ
も
行
く
た
び
に
痛
い
痛
い
と
言
っ
て
︑
背
中
を
さ
す
っ
て
く
れ
と
言
う
ん
で
す
︒
そ
れ
で
背
中
を
さ
す
る
ん
で
す
が
︑
ガ

リ
ガ
リ
で
ど
こ
に
肉
が
あ
る
ん
だ
か
も
わ
か
ら
な
い
︒
背
骨
だ
け
が
ゴ
ツ
ゴ
ツ
し
て
い
て
︒
そ
う
い
う
こ
と
を
毎
週
︑
非
常
に
悲
し

い
日
々
で
あ
っ
た
な
と
今
急
に
思
い
出
し
ま
し
た
︒
信
太
先
生
の
思
想
と
し
て
は
身
体
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
わ
け
で

す
が
︑
そ
の
先
生
の
身
体
は
完
全
に
癌
に
蝕
ま
れ
て
い
た
ん
で
す
︒

そ
の
身
体
の
重
要
性
と
い
う
こ
と
を
︑哲
学
的
に
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
︑つ
ま
り
一
九
世
紀
の
初
め
か
ら
訴
え
て
い
た
人
が
フ
ォ
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イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
い
う
人
で
す
︒
彼
は
︑
理
性
を
語
る
自
分
自
身
が
や
は
り
感
性
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら

学
び
ま
し
た
︒
感
性
と
い
う
の
は
︑
感
覚
能
力
の
こ
と
で
す
が
︑
哲
学
に
お
い
て
も
そ
の
感
性
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
感

性
的
な
存
在
だ
け
が
真
実
の
存
在
で
あ
る
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
考
え
た
の
で
す
︒
こ
の
話
を
す
る
と
長
く
な
る
の
で
止
め
ま
す

け
ど
︑
私
は
国
際
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
学
会
の
副
会
長
な
の
で
︑
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
こ
と
を
宣
伝
す
る
の
も
国
際
的
使
命
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ
も
そ
も
私
が
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
を
習
っ
た
の
は
暉
峻
僚
三
先
生
か
ら
で
し
た
︒

暉
峻
先
生
は
若
い
時
に
は
カ
ン
ト
研
究
者
で
︑
先
ほ
ど
名
前
を
出
し
ま
し
た
出
隆
先
生
が
編
集
さ
れ
た
﹃
哲
学
の
基
礎
問
題
﹄︵
実

業
之
日
本
社
︑
一
九
四
九
年
︶
と
い
う
論
集
で
︑
カ
ン
ト
を
も
と
に
し
て
﹁
感
性
﹂
と
い
う
項
目
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ

こ
で
カ
ン
ト
の
論
理
学
講
義
︱
︱
こ
れ
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
本
で
す
が
︱
︱
を
取
り
上
げ
て
い
て
︑
そ
の
中
で
カ
ン
ト
は
︑

ギ
リ
シ
ャ
人
が
初
め
て
抽
象
的
理
性
使
用
と
し
て
の
哲
学
を
始
め
た
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
に
対
し
て
具
体
的
理
性
使
用
と
う
い
も
の
が

別
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
こ
そ
が
︿
g
e
m
e
in
e
E
rk
e
n
n
tn
is﹀
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
︒︿
g
e
m
e
in
﹀
と
い
う
形
容
詞
は
︑
一
般
用
語
と

し
て
は
卑
俗
と
か
低
俗
と
か
︑
あ
ま
り
い
い
意
味
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
で
す
が
︑
暉
峻
先
生
は
︑
こ
の
︿
g
e
m
e
in
﹀
と
い
う
の
は

決
し
て
卑
俗
と
い
う
意
味
で
は
な
く
︑一
般
の
人
間
が
基
本
的
に
持
っ
て
い
る
態
度
だ
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑

ギ
リ
シ
ャ
人
が
始
め
た
抽
象
的
な
理
性
使
用
こ
そ
が
重
要
で
︑
具
体
的
理
性
使
用
と
い
う
の
は
卑
俗
な
認
識
の
仕
方
だ
と
は
考
え
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
暉
峻
先
生
が
勝
手
に
解
釈
し
た
そ
う
で
す
が
︑
し
か
し
当
た
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
︒

カ
ン
ト
に
は
三
批
判
書
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
最
初
の
も
の
が
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
と
い
う
非
常
に
有
名
な
本
で
す
が
︑
そ
の
は

じ
め
の
方
で
︑
人
間
の
認
識
に
は
二
つ
の
源
泉
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
感
性
と
悟
性
で
す
︒
感
性
と
い
う
の
は
︑
外

か
ら
現
象
を
受
け
取
る
感
覚
能
力
で
す
ね
︒
目
︑
耳
︑
鼻
な
ど
を
使
っ
て
︑
人
間
は
外
か
ら
い
ろ
ん
な
現
象
を
取
り
入
れ
て
い
る
︒
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た
だ
し
︑﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
で
は
非
常
に
有
名
な
言
葉
で
す
が
︑
我
々
の
認
識
は
す
べ
て
経
験
に
よ
っ
て
始
ま
る
︒
し
か
し
︑
我
々

の
認
識
は
経
験
に
よ
っ
て
始
ま
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
す
べ
て
の
認
識
が
経
験
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
わ
け
で
は
な
い
と
言
わ
れ
ま
す
︒

つ
ま
り
︑
感
性
・
感
覚
能
力
に
よ
っ
て
ま
ず
は
外
か
ら
情
報
を
得
る
の
で
す
が
︑
次
に
悟
性
が
働
き
ま
す
︒
悟
性
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

も
言
わ
れ
る
も
の
で
︑
い
わ
ば
論
理
的
な
網
の
目
で
す
︒
そ
の
悟
性
の
網
の
目
に
引
っ
か
け
て
︑
引
っ
か
か
る
も
の
だ
け
が
認
識
で

き
る
と
︒
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
︑
人
間
の
認
識
能
力
に
は
二
つ
の
源
泉
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
︒

そ
れ
で
そ
こ
か
ら
︑
理
性
と
い
う
も
の
が
重
要
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
カ
ン
ト
を
も
と
に
し
て
ド
イ
ツ
観
念
論
が
生
ま

れ
た
と
い
う
一
般
的
な
哲
学
史
の
解
釈
が
あ
り
ま
す
︒
し
か
し
暉
峻
先
生
の
解
釈
を
援
用
し
て
︑
私
が
さ
ら
に
拡
大
解
釈
し
て
い
く

と
︑
ド
イ
ツ
観
念
論
に
続
く
よ
う
な
流
れ
も
︑
も
と
も
と
は
感
性
に
よ
っ
て
現
象
世
界
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
確
か
に
︑
一
方
で
カ
ン
ト
の
生
き
た
時
代
と
い
う
の
は
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ヴ
ォ
ル
フ
と
い
っ
た
合
理
主

義
哲
学
が
流
行
っ
て
お
り
︑
理
性
に
合
致
す
る
哲
学
と
い
う
も
の
が
脚
光
を
浴
び
て
い
ま
し
た
︒
そ
う
い
う
理
性
尊
重
主
義
の
傾
向

が
ド
イ
ツ
に
は
あ
り
︑
ま
た
フ
ラ
ン
ス
に
行
く
と
啓
蒙
主
義
も
流
行
し
て
い
ま
し
た
︒︿
啓
蒙
﹀
と
い
う
の
は
無
知
蒙
昧
を
啓
く
と

い
っ
た
意
味
で
︱
︱
今
は
差
別
的
だ
か
ら
︿
啓
発
﹀
と
言
っ
た
り
し
ま
す
け
ど
︱
︱
無
知
蒙
昧
と
い
う
の
は
良
く
な
い
と
い
う
考
え

が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
で
︑
無
知
蒙
昧
を
何
に
よ
っ
て
啓
く
か
と
い
う
と
︑
理
性
の
光
に
よ
っ
て
啓
く
の
で
す
︒
フ
ラ
ン
ス
語
で
︿
啓

蒙
﹀
の
こ
と
を
︿
lu
m
iè
re﹀
と
言
い
ま
す
が
︑
こ
れ
は
光
と
い
う
意
味
で
す
︒
理
性
の
光
に
よ
っ
て
︑
無
知
蒙
昧
な
人
間
の
認
識
を

啓
く
の
が
啓
蒙
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
要
す
る
に
︑
カ
ン
ト
が
生
き
た
一
八
世
紀
と
い
う
の
は
︑
理
性
が
非
常
に
重
ん
じ
ら
れ
た
時

代
だ
っ
た
の
で
す
︒

で
は
や
っ
ぱ
り
カ
ン
ト
も
理
性
尊
重
主
義
者
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
理
性
が
有
効
に
働
く
た
め
に

は
︑
な
ん
と
い
っ
て
も
最
初
に
感
性
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
間
は
︑
感
性
に
よ
っ
て
と
ら
え
た
現
象
し
か
認
識
で
き
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ま
せ
ん
︒
感
性
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
人
間
に
は
認
識
不
可
能
で
す
︒
感

性
を
通
し
て
と
ら
え
た
も
の
を
悟
性
に
よ
っ
て
整
理
し
て
認
識
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
は
︑
逆
に
言
え
ば
︑
感
性
を
抜
き
に
し
て

認
識
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
︒
そ
の
意
味
で
︑
カ
ン
ト
ほ
ど
感
性
と
い
う
も
の
を
重
ん
じ
た
哲
学
者
と
い
う
の
は
い

な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
哲
学
史
上
︑
感
性
の
重
要
性
を
位
置
づ
け
た
の
は
︑
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
前
に

カ
ン
ト
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
︒

も
ち
ろ
ん
一
八
世
紀
に
生
き
た
人
で
す
か
ら
︑
カ
ン
ト
も
ま
た
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
︑
ヴ
ォ
ル
フ
の
合
理
主
義
や
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
主

義
の
影
響
を
受
け
て
い
て
︑理
性
の
重
要
性
は
十
分
に
認
識
し
て
い
ま
す
︒
だ
か
ら
理
性
が
だ
め
だ
と
言
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
︑

あ
く
ま
で
も
感
性
の
重
要
性
を
理
解
し
た
う
え
で
︑
理
性
と
い
う
も
の
を
見
直
す
べ
き
だ
と
言
う
わ
け
で
す
︒
理
性
一
辺
倒
が
暴
走

し
た
ら
︑
逆
に
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
だ
か
ら
感
性
を
大
事
だ
と
言
い
な
が
ら
理
性
を
重
ん
じ
る
と
い
う
場
合
︑

カ
ン
ト
は
そ
れ
を
ど
う
頭
の
中
で
整
理
す
る
か
と
い
う
と
︑
そ
う
し
た
考
え
自
体
が
理
性
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
理
性
自

身
が
理
性
を
自
己
批
判
的
に
と
ら
え
て
自
ら
の
意
義
や
限
界
み
た
い
な
も
の
を
き
ち
ん
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
カ
ン
ト
は

﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
の
中
で
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
︒
理
性
批
判
と
い
う
の
は
︑
理
性
の
能
力
の
有
効
性
と
限
界
性
を
き

ち
ん
と
と
ら
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
な
ん
で
す
︒

さ
て
︑
こ
こ
か
ら
こ
の
講
演
に
お
い
て
重
要
な
話
に
入
っ
て
い
き
ま
す
︒
今
ま
で
の
話
を
井
上
円
了
先
生
か
ら
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
︒
井
上
円
了
と
い
う
人
は
︑
世
間
的
に
は
妖
怪
博
士
と
い
う
名
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
円
了
先
生
の
妖
怪
学
は
し
ば
し

ば
︿
妖
怪
退
治
﹀
と
い
う
こ
と
で
語
ら
れ
ま
す
︒
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
で
も
円
了
は
妖
怪
退
治
を
行
っ
た
と
紹
介
さ
れ
た
り
す
る
わ
け

で
す
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
聞
こ
え
が
良
く
な
い
ん
で
す
よ
ね
︒
要
す
る
に
︑
妖
怪
な
ん
て
も
の
は
下
ら
な
い
も
の
で
︑
そ

ん
な
も
の
に
囚
わ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
︿
妖
怪
バ
ス
タ
ー
﹀
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
ね
︒
妖
怪
な
ん
て
み
ん
な
理
性
で
簡
単
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に
解
釈
で
き
る
︑
ど
こ
そ
こ
で
幽
霊
が
出
た
と
言
っ
て
も
︑
単
に
木
が
揺
れ
た
だ
け
だ
み
た
い
に
ね
︒
柳
田
国
男
な
ん
か
も
そ
う
で

す
が
︑
だ
か
ら
円
了
さ
ん
は
つ
ま
ら
な
い
ん
だ
︑
次
か
ら
次
へ
と
説
明
し
ち
ゃ
っ
て
つ
ま
ら
な
い
奴
な
ん
だ
と
言
う
人
も
い
る
わ
け

で
す
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
︑
円
了
の
妖
怪
学
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
が
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
︒

円
了
先
生
が
妖
怪
退
治
を
行
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
決
し
て
啓
蒙
主
義
︑
つ
ま
り
無
知
蒙
昧
な
大
衆
を
理
性
な
い
し
悟
性
に
よ
っ

て
目
覚
め
さ
せ
る
ん
だ
︑
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
︒
先
ほ
ど
の
話
と
繋
げ
て
言
い
ま
す
と
︑
カ
ン
ト
が
感
性
を
重
視
し

て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
理
性
の
意
義
と
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
と
す
れ
ば
︑
円
了
先
生
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
た
わ
け
で
す
︒

一
方
で
円
了
先
生
の
妖
怪
学
と
い
う
の
は
︑
確
か
に
︑
一
般
に
対
し
て
迷
信
や
俗
信
と
い
っ
た
妖
怪
現
象
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い

と
説
く
も
の
で
は
あ
り
ま
す
︒
実
際
に
そ
う
い
っ
た
妖
怪
に
人
々
の
生
活
が
左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
あ
る
わ
け
で
す
か

ら
︒
た
だ
し
︑
そ
う
や
っ
て
解
明
さ
れ
る
妖
怪
と
い
う
の
は
︑
円
了
先
生
か
ら
す
る
と
︑
仮
の
妖
怪
︵﹁
仮
怪
﹂
︶︑
偽
の
妖
怪
︵﹁
偽

怪
﹂
︶
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ら
は
︑
あ
る
意
味
で
は
︑
分
別
悟
性
や
理
性
に
よ
っ
て
退
治
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
︒

と
こ
ろ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
︒
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
る
と
︑
む
し
ろ
そ
の
分
別
悟
性
や
理
性
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
妖
怪

も
あ
る
ん
で
す
︒
決
し
て
無
知
蒙
昧
な
民
衆
が
間
違
っ
た
考
え
を
も
っ
て
︑迷
信
に
惑
わ
さ
れ
て
困
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑

そ
れ
を
解
明
す
る
は
ず
の
悟
性
や
理
性
が
妖
怪
を
生
み
出
す
こ
と
も
あ
る
と
︑
円
了
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
カ
ン

ト
に
な
ら
っ
て
円
了
先
生
の
妖
怪
学
を
考
え
ま
す
と
︑
ま
ず
重
要
な
の
は
︑
悟
性
や
理
性
の
助
け
を
借
り
て
感
性
や
直
観
に
磨
き
を

か
け
る
こ
と
で
す
︒
決
し
て
悟
性
や
理
性
が
感
性
や
直
観
よ
り
も
大
事
で
あ
っ
た
り
︑
重
要
で
あ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
人

間
が
も
っ
て
い
る
感
性
や
直
観
と
い
う
も
の
を
有
効
に
活
か
し
︑
大
切
に
す
る
べ
き
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
仮
の
妖

怪
︑
あ
る
い
は
偽
の
妖
怪
で
は
な
い
︑
真
実
の
妖
怪
︵﹁
真
怪
﹂︶
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
と
︑
円
了
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
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と
私
は
思
い
ま
す
︒

で
は
真
実
の
妖
怪
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
︒
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
︒
真
実
の
妖
怪
と
は
何
か
と
い
う
問
い
は
︑

円
了
に
お
い
て
は
真
理
と
は
何
か
と
い
う
問
い
と
重
な
る
も
の
で
︑
そ
う
簡
単
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
円
了
先
生

が
書
か
れ
た
も
の
に
即
し
て
解
釈
す
る
と
︑
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

一
つ
は
︿
自
然
﹀
で
す
︒
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
︒

仰
い
で
天
文
を
望
め
ば
︑
日
月
星
辰
︑
秩
然
と
し
て
羅
列
す
る
も
の
︑
一
つ
と
し
て
妖
怪
な
ら
ざ
る
は
な
し
︒
俯
し
て
地
理
を
察

す
る
に
︑
山
川
草
木
︑
鬱
然
と
し
て
森
立
す
る
も
の
︑
ま
た
こ
と
ご
と
く
妖
怪
な
り
︵
井
上
円
了
﹃
妖
怪
学
講
義
緒
言
﹄︹﹃
井
上

円
了
選
集
﹄
第
一
六
巻
︑
二
一
頁
︺︶︒

つ
ま
り
森
羅
万
象
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
み
ん
な
妖
怪
だ
と
言
う
わ
け
で
す
︒
太
陽
も
月
も
星
も
妖
怪
︒
風
や
雨
も
妖
怪
︒
山

や
川
も
み
ん
な
妖
怪
︒

と
い
う
こ
と
は
︑
早
い
話
が
自
然
現
象
す
べ
て
が
妖
怪
だ
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
︒
そ
し
て
さ
ら
に
こ
う

い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
世
界
は
実
に
広
大
無
辺
の
教
育
場
に
し
て
︑
万
物
万
端
を
備
具
せ
る
大
学
校
な
り
︒
星
辰
も
教
師
な
り
︑
山
川
も
教
師
な
り
︑

な
い
し
禽
獣
虫
魚
︑
木
竹
草
苔
み
な
教
師
な
ら
ざ
る
な
し
︵
井
上
円
了
﹃
教
育
総
論
﹄︹
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
一
巻
︑
四
二
八

頁
︺︶︒
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太
陽
や
月
や
星
︑
山
や
川
︑
動
物
や
虫
や
魚
︑
木
や
草
︑
こ
う
い
っ
た
自
然
す
べ
て
教
師
で
な
い
も
の
は
な
い
と
︒
先
ほ
ど
︑
真

実
の
妖
怪
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
出
し
ま
し
た
が
︑
本
当
に
私
た
ち
が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
︑
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
い
う
の
は
︑
仮
の
妖
怪
や
偽
の
妖
怪
で
は
な
く
︑
真
実
の
妖
怪
で
あ
る
︒
例
え
ば
そ
れ
は
ど
ん
な
も
の
か
と
考
え
る

と
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
然
現
象
を
︑
ま
ず
は
真
実
の
妖
怪
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
そ
れ
が
同
時
に
教
師
と
し

て
︑
つ
ま
り
私
た
ち
に
学
ぶ
べ
き
も
の
を
教
え
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
円
了
先
生
は
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
哲
学
と
い
う
の
は
真
理
の
探
究
の
こ
と
で
す
が
︑
円
了
先
生
の
哲
学
は
︑
あ
る
意
味
で
は
妖
怪
学
な
の

で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
︒
そ
う
す
る
と
哲
学
の
究
極
の
研
究
対
象
と
い
う
の
は
︑
真
実
の
妖
怪
︑
す
な
わ
ち
自
然
と
い
う
こ
と

に
な
る
と
思
う
ん
で
す
︒

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
も
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
︑
そ
し
て
今
回
触
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ

ハ
に
と
っ
て
も
︑︿
現
象
の
救
い
﹀
と
い
う
場
合
の
︿
現
象
﹀
と
は
︑
何
か
目
に
見
え
な
い
も
の
で
は
な
く
て
︑
い
ま
こ
こ
で
感
性
的

に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
自
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
意
味
で
上
記
の
哲
学
者
た
ち
は
︑
自
然
と
い
う
も
の
を
重
要
視
し

て
哲
学
的
思
索
を
さ
れ
て
き
た
方
々
で
あ
る
と
思
い
ま
す
し
︑
ま
さ
し
く
井
上
円
了
先
生
も
︑
自
然
と
い
う
も
の
が
本
来
持
っ
て
い

る
意
味
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
直
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

そ
し
て
真
怪
に
つ
い
て
の
二
つ
目
の
解
釈
に
移
り
ま
す
︒
結
局
の
と
こ
ろ
は
一
つ
目
と
同
じ
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
は

︿
自
己
自
身
﹀
で
す
︒
信
太
先
生
の
言
葉
を
お
借
り
し
ま
す
と
︑
先
生
は
︿
現
象
の
救
い
﹀
と
い
う
こ
と
を
戦
後
提
唱
さ
れ
ま
し
た
が
︑

そ
れ
は
感
性
的
な
対
象
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
つ
ま
り
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う

に
論
理
的
に
感
性
的
な
も
の
を
救
い
出
す
と
い
う
だ
け
で
は
論
理
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︿
現
象
の
救

い
﹀
の
た
め
に
は
︑
む
し
ろ
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
ま
で
遡
っ
て
︑
自
分
自
身
の
魂
の
問
題
と
し
て
掘
り
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
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り
︑
実
存
の
探
究
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
信
太
先
生
は
そ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
し
︑
私
も
そ

う
だ
と
思
い
ま
す
︒

現
象
を
救
う
と
い
う
場
合
の
︿
現
象
﹀
あ
る
い
は
︿
自
然
﹀
と
︑
そ
れ
を
と
ら
え
て
い
る
︿
自
己
自
身
﹀
を
同
時
に
追
求
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
と
い
う
の
は
︑
理
性
に
よ
る
批
判
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
理
性
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
り
ま

し
た
︒
理
性
の
自
己
批
判
こ
そ
が
︑
カ
ン
ト
の
理
性
批
判
の
本
丸
で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
そ
し
て
理
性
が
理
性
を
批
判
す
る
際
の
核

に
な
る
も
の
は
︑
何
よ
り
も
感
性
な
ん
で
す
︒
感
性
を
抜
き
に
し
て
理
性
だ
け
で
や
っ
て
い
く
の
は
無
理
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
︑

カ
ン
ト
は
非
常
に
強
調
し
ま
し
た
︒

そ
れ
で
﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
と
い
う
か
ち
で
ま
と
め
た
ん
で
す
け
ど
︑
し
か
し
次
に
こ
れ
を
実
践
理
性
︑
つ
ま
り
人
間
の
具
体
的

な
生
き
方
︑
あ
る
い
は
道
徳
的
判
断
に
当
て
は
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
困
っ
た
問
題
が
起
こ
り
ま
す
︒
と
い
う
の
は
︑
カ
ン
ト
の
考

え
る
道
徳
的
な
主
体
と
い
う
の
は
︑
感
性
あ
る
い
は
感
覚
に
捕
ら
わ
れ
て
は
い
け
な
い
ん
で
す
︒
徹
底
的
に
理
性
的
に
考
え
て
︑
自

分
自
身
が
真
実
だ
と
思
う
も
の
を
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
︑
人
間
は
決
し
て
自
由
に
は
な
れ
な
い
︒
感
性
と
い
う
の
は
﹁
傾
向
性
﹂

の
源
泉
で
あ
り
︑
人
の
言
葉
に
つ
い
影
響
さ
れ
た
り
︑
欲
望
の
ま
ま
に
つ
い
や
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
︑
流
さ
れ
て
し
ま
う
︒
そ
う

い
っ
た
も
の
を
す
べ
て
振
り
払
っ
て
徹
底
的
に
生
き
て
い
か
な
い
と
︑
道
徳
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い

ま
す
︒
つ
ま
り
一
方
で
は
︑
感
性
な
し
に
認
識
は
あ
り
え
な
い
︑
人
間
は
感
性
で
と
ら
え
た
現
象
し
か
認
識
で
き
な
い
︑
だ
か
ら
感

性
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
の
で
す
が
︑
他
方
︑
実
践
理
性
の
話
に
な
る
と
︑
カ
ン
ト
の
考
え
方
で
は
︑
感
性
が
重
要
だ
と
言
う
と
ま

ず
い
こ
と
に
な
る
ん
で
す
︒
と
は
い
え
理
性
だ
け
で
い
い
か
と
い
う
と
︑
理
性
は
二
律
背
反
︑
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
い
う
自
己
矛
盾
に

陥
っ
て
し
ま
う
︒
要
す
る
に
︑
感
性
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
と
実
践
理
性
で
躓
い
て
し
ま
う
の
で
す
︒

そ
う
い
う
わ
け
で
︑
カ
ン
ト
は
﹃
実
践
理
性
批
判
﹄
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
根
源
悪
﹂
の
問
題
に
突
き
当
た
り
ま
す
︒
人
間
は
理
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性
的
な
存
在
で
あ
り
た
い
け
れ
ど
も
︑﹃
純
粋
理
性
批
判
﹄
で
言
わ
れ
た
よ
う
に
︑
や
は
り
現
象
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
︒
そ
う
す

る
と
︑
ど
う
し
て
も
自
分
の
中
か
ら
出
て
く
る
﹁
悪
﹂
み
た
い
な
も
の
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
つ
ま
り
理
性
だ
け
で
や
っ

て
い
こ
う
と
し
て
も
︑
実
際
に
は
根
源
悪
の
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
︑
そ
れ
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
と
い
う
ふ

う
に
︑
カ
ン
ト
は
悩
む
わ
け
で
す
︒
こ
こ
が
カ
ン
ト
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
︒

以
上
を
ま
と
め
ま
す
と
︑
感
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
は
︑
い
わ
ゆ
る
煩
悩
に
日
々
苛
ま
れ
る
︿
こ
の
身
﹀
で
あ
り
ま
す
︒
そ
の

私
が
い
か
に
し
て
道
徳
主
体
で
あ
り
う
る
の
か
︒
批
判
主
体
な
い
し
道
徳
主
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者
で
は
な
く
︑
悪
へ
の
自
由

す
ら
有
す
る
人
間
と
し
て
の
私
と
い
う
根
本
問
題
︑
こ
れ
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
十
九
世
紀
以
降
の
︑
そ
し
て
私
た

ち
の
実
際
の
︿
身
﹀
の
あ
り
方
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
︑
カ
ン
ト
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
ま
す
︒

真
怪
と
い
う
も
の
を
︿
自
然
﹀
と
︿
自
分
自
身
﹀
と
い
う
二
面
で
考
え
ま
し
た
が
︑
こ
れ
は
本
当
に
謎
と
し
て
私
た
ち
に
突
き
つ

け
ら
れ
る
も
の
で
す
︒
漱
石
じ
ゃ
な
い
で
す
け
ど
︑
世
の
中
に
悪
人
な
ん
て
い
な
い
ん
で
す
︒
普
通
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
人
間
が
︑

突
然
悪
人
に
な
る
か
ら
恐
ろ
し
い
ん
で
す
︒
私
だ
っ
て
︑
い
つ
悪
人
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
多
少
は
前
を
向

い
て
歩
い
て
ま
す
け
ど
︑
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
が
人
間
の
実
態
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
時
に
︑
あ
ら
た
め
て
井
上
円
了
先
生
か
ら
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
︒
こ
の
哲
学
堂
公
園

と
い
う
の
は
︑
円
了
先
生
が
お
つ
く
り
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
︑
入
り
方
︑
歩
き
方
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
多
く
の
人
は
︑
正

門
で
あ
る
﹁
哲
理
門
﹂
か
ら
入
り
ま
す
が
︑
本
当
は
そ
の
向
こ
う
に
﹁
常
識
門
﹂
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
︒
人
間
は
生
き
て
る
時

は
常
識
で
生
き
て
る
わ
け
で
す
︒
常
識
と
い
う
の
は
︿
g
e
m
e
in
e
E
rk
e
n
n
tn
is﹀
で
す
が
︑
決
し
て
卑
俗
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

英
語
で
常
識
は
︿
c
o
m
m
o
n
s
e
n
s﹀
と
も
言
い
ま
す
が
︑
こ
れ
は
﹁
共
通
感
覚
﹂
と
も
読
め
る
ん
で
す
︒
む
し
ろ
理
性
の
方
が
一
面
的

な
見
方
で
︑
常
識
の
方
が
幅
広
く
見
れ
る
の
で
︑
決
し
て
悪
い
も
の
で
は
な
い
︒
普
通
の
人
間
が
生
き
て
い
る
の
は
常
識
で
あ
り
︑
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哲
学
堂
公
園
に
は
︑
本
当
は
そ
の
﹁
常
識
門
﹂
か
ら
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
︒

そ
れ
で
﹁
常
識
門
﹂
か
ら
入
っ
て
い
く
と
︑
昔
は
受
付
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
後
に
﹁
髑
髏
庵
﹂
と
い
う
の
が
あ
っ

て
︑
そ
こ
で
世
俗
の
垢
を
落
と
し
ま
す
︒
そ
こ
か
ら
降
り
て
い
く
と
︑﹁
経
験
坂
﹂
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
先
ほ
ど
の
話
と
繋
が
り

ま
す
が
︑
人
間
が
真
理
を
探
究
し
よ
う
と
い
う
場
合
に
は
︑
経
験
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
感
性
が
大
事
︑
感
性
抜

き
に
真
理
は
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
だ
か
ら
感
性
を
重
視
す
る
経
験
坂
を
降
り
て
い
き
ま
す
︒
そ
う
す
る
と
次
に
︑﹁
唯
物

園
﹂
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
︒
そ
れ
は
物
質
の
世
界
を
表
し
た
も
の
で
︑
人
間
の
認
識
が
最
初
に
触
れ
る
世
界
で
す
︒
し
か
し
こ

こ
で
振
り
返
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
物
質
を
見
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
︒
そ
れ
は
私
で
あ
る
︒
で
は
︑ど
う
や
っ
て
見
て
い
る
の
か
︒

目
を
使
っ
て
見
て
い
る
︒
で
は
︑
そ
の
目
は
物
質
だ
け
ど
︑
目
が
な
け
れ
ば
見
え
な
い
の
か
︒
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
︒
結
局
何
で
見

て
い
る
の
か
と
い
う
と
︑
心
で
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
う
し
て
物
だ
け
で
な
く
心
の
世
界
が
開
か
れ
ま
す
︒
こ
れ

が
﹁
唯
心
論
﹂
の
世
界
で
あ
り
︑
哲
学
堂
公
園
で
は
﹁
唯
心
庭
﹂
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
う
し
て
世
界
に
は
﹁
唯
物
﹂
と

﹁
唯
心
﹂
の
両
方
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
︑
真
理
の
探
究
は
だ
い
ぶ
進
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

で
は
物
と
心
を
総
合
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
︑
と
い
う
と
こ
ろ
で
﹁
認
識
路
﹂
が
現
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
け
っ
こ
う
急
な
坂
で
︑
簡

単
に
は
登
れ
ま
せ
ん
︒
雨
の
日
な
ん
か
は
す
べ
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
︑
そ
の
認
識
を
き
ち
ん
と
論
理
的
に
追
及
し
て
い
く
︒
そ
う
し

て
坂
を
登
り
き
っ
て
見
え
て
く
る
の
が
﹁
絶
対
城
﹂
と
い
う
お
城
で
す
︒﹁
絶
対
﹂
の
世
界
︑﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
の
﹁
絶
対
﹂
に

到
達
す
る
ん
で
す
︒
し
か
し
絶
対
城
と
は
何
か
と
い
う
と
︑
実
は
図
書
館
な
ん
で
す
︒
当
時
置
か
れ
て
い
た
本
は
︑
今
で
は
東
洋
大

学
に
寄
贈
さ
れ
て
そ
こ
に
は
な
い
で
す
が
︑
図
書
館
と
い
う
の
は
︑
結
局
︑
先
人
た
ち
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
成
果
が
詰
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
︒
自
分
自
身
が
絶
対
城
に
入
っ
て
︑
今
度
は
俺
が
王
様
だ
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
絶
対
城
ま
で
来
た
ら
︑

自
分
自
身
が
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
︒
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そ
う
や
っ
て
だ
い
ぶ
わ
か
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
︑
最
後
に
出
口
が
あ
り
ま
す
︒﹁
理
外
門
﹂
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
︒
そ
こ
を
出

る
と
︑
再
び
世
俗
の
世
界
に
帰
っ
て
い
く
わ
け
で
す
︒

哲
学
堂
公
園
と
い
う
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
上
手
く
で
き
て
い
る
ん
で
す
︒
常
識
門
か
ら
入
っ
て
︑
常
識
と
は
何
か
︑
経
験
・
物
質

と
は
何
か
︑
人
間
の
心
と
は
何
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
を
問
わ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
認
識
を
論
理
的
に
積
み
上
げ
て
行
っ
て
︑
少
し
わ
か
っ

た
気
に
な
る
け
ど
︑
君
が
わ
か
っ
た
と
い
う
程
度
で
は
な
く
先
人
が
こ
れ
だ
け
の
本
を
残
し
て
い
る
よ
︑
と
示
す
ん
で
す
︒
そ
れ
を

ま
ず
は
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
︑
一
生
懸
命
勉
強
す
る
︒
で
も
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
竹
村
牧
男
先

生
が
よ
く
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
円
了
先
生
の
言
葉
に
﹁
向
上
門
は
方
便
︑
向
下
門
が
目
的
﹂︵
井
上
円
了
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︹﹃
井
上

円
了
選
集
﹄
第
二
巻
︑
二
三
五
頁
︺︶
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
︒﹁
向
上
門
﹂
と
い
う
の
は
真
理
の
知
的
な
探
究
の
こ
と
で
す
が
︑

そ
れ
が
目
的
で
は
な
い
︒
真
理
を
探
究
し
︑
見
出
し
た
後
に
は
︑
そ
こ
か
ら
下
り
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
真
理
の
世

界
か
ら
現
実
世
界
に
戻
り
︑
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
円
了
先
生
は
︑
哲
学
館
・
東
洋
大
学
を
つ
く
っ
た
り
︑

哲
学
堂
公
園
を
つ
く
っ
た
り
︑
全
国
巡
講
を
行
っ
た
り
さ
れ
た
わ
け
で
す
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑
私
た
ち
も
哲
学
的
思
索
を
重
ね

て
絶
対
城
ま
で
来
た
ら
︑
そ
こ
か
ら
門
を
出
て
︑
現
実
世
界
に
向
か
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
私
も
大
変
な
場
所
で
講
演

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
か
ら
哲
学
の
外
の
世
界
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
い
つ
悪
人
に
な
る
か
わ
か
り

ま
せ
ん
が
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
︑
哲
学
の
精
神
を
大
切
に
し
て
生
き
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
ご
清
聴
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
︒
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