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How have　Hojo's works been read?  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　The works of Hojo Tamio have largely been read as “I novel.”
Readers have found in his works the figure of the writer who puts up a determined 
struggle against leprosy and strives to preserve the dignity of human life.
　However, this common perception of Hojo Tamio does not take into account the 
prejudice and discrimination against victims of leprosy that were prevalent in 
contemporary society.
　It would be unfair to praise the figure of Hojo Tamio unconditionally.
　Readers must recognize the firmly anti-social nature his work.
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１

　

今
年
（
平
成
27
年
）
2
月
21
日
の
朝
日
新
聞
朝
刊
の
一
面
に
、｢

弱
気
な
漱
石｣

と
い
う
見
出
し
の
囲
み
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。『
虞

美
人
草
』
の
連
載
直
前
、
執
筆
中
の
心
境
が
う
か
が
え
る
、
全
集
未
収
録
の
書
簡
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
漱
石
の
朝

日
新
聞
入
社
に
関
わ
っ
た
渋
川
玄
耳
宛
て
の
も
の
だ
。
６
月
1６
日
消
印
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
６
月
23
日
に
始
ま
っ
た
『
虞
美
人
草
』

連
載
の
７
日
前
に
な
る
。｢
な
ん
だ
か
前
途
遼
遠｣

｢

虞
美
人
草
が
出
来
ね
ば
或
は
月
給
を
も
ら
ひ
に
出
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
」
と
い
っ
た
文

を
紹
介
し
、「
ま
る
で
自
信
が
な
い｣

と
評
す
る
。｢

後
の
文
豪
も
、
新
聞
連
載
１
作
目
は
不
安
と
の
闘
い
だ
っ
た
よ
う
だ｣

と
い
う
の

が
、
記
事
の
ト
ー
ン
だ
。

　

全
国
紙
の
一
面
に
来
る
記
事
内
容
か
と
言
え
ば
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
先
般
の
『
こ
こ
ろ
』
発
表
1００
年
を
記
念
し
て
再
掲

載
を
行
い
、
そ
の
後
も
漱
石
作
品
を
順
次
取
り
上
げ
て
い
く
ら
し
い
（
３
月
の
時
点
で
は
『
三
四
郎
』
が
掲
載
中
だ
）
朝
日
新
聞
の
広

告
の
意
味
合
い
も
あ
る
と
思
え
ば
（
続
い
た
失
策
の
イ
メ
ー
ジ
回
復
の
一
助
と
し
た
い
の
か
も
…
と
意
地
悪
く
勘
ぐ
り
た
く
な
り
も
す

る
が
）
解
ら
な
く
も
な
い
。
興
味
深
い
内
容
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の｢

興
味
深
さ｣

は
、
一
般
に
誰
も
が
共
有
し
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
新
聞
の
一
面
に
載
せ
る
程
に
。
初
め
て
の
新

聞
連
載
を
目
前
に
し
て
、
も
は
や
そ
れ
な
り
に
書
き
進
め
て
き
て
も
い
る
は
ず
の
漱
石
が
自
ら
の
責
任
の
重
さ
を
感
じ
不
安
に
駆
ら
れ

て
い
る
姿
に
、
作
家
と
し
て
の
誠
実
さ
を
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
自
信
満
々
で
い
よ
う
は
ず
も
な
い
、
漱
石
と
て
普
通
の
人
間
だ
、

と
い
っ
た
感
想
も
あ
り
う
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
を
知
っ
た
こ
と
で
『
虞
美
人
草
』
と
い
う
作
品
の
読
み
方
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
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こ
の
記
事
が
興
味
深
く
伝
わ
る
た
め
に
は
、
東
京
帝
国
大
学
教
師
を
辞
め
て
職
業
作
家
に
な
る
こ
と
の
持
っ
て
い
る
当
時
の
意
味
、

漱
石
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
発
表
以
来
の
評
判
、
と
い
っ
た
情
報
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
文
学
史
的
な
知
識
に

加
え
て
、｢
弱
気｣

で
な
い
漱
石
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ら
か
じ
め
あ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
謹
厳
で
少
し
い
か
め
し
い
、
初
対
面

で
あ
れ
ば
こ
わ
ご
わ
で
も
話
し
か
け
に
く
そ
う
な
、
偉
い
先
生
、
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
。
そ
う
い
う
漱
石
像
が
読
者
に
共
有
さ
れ
て
い

る
と
い
う
見
込
み
が
な
け
れ
ば
、｢

弱
気｣

と
書
く
こ
と
で
、
読
者
が
意
外
性
を
見
出
す
だ
ろ
う
と
い
う
こ
の
記
事
は
成
立
し
な
い
。

し
か
し
た
と
え
ば
漱
石
の
作
品
の
中
で
読
者
の
多
い
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
通
し
て
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ

る
と
し
た
ら
、
漱
石
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
よ
う
に
気
む
ず
か
し
い
姿
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
高
校
生
の
頃
に
大
概
教
材
か
課
題
図

書
で
出
会
っ
た
は
ず
の
『
こ
こ
ろ
』
の
作
家
な
ら
多
少
き
ま
じ
め
で
気
難
し
く
想
像
さ
れ
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
そ
の
程
度
だ
ろ

う
。
千
円
札
の
肖
像
画
の
顔
も
、
そ
こ
ま
で
強
気
な
人
物
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
と
も
思
え
な
い
。

　

言
っ
て
し
ま
え
ば
、
夫
人
始
め
親
族
や
弟
子
筋
に
あ
た
る
人
々
が
伝
え
た
人
間
漱
石
、
夏
目
金
之
助
に
つ
い
て
の
情
報
が
、
加
え
て

あ
ま
た
の
研
究
者
が
調
べ
明
ら
か
に
し
た
漱
石
の
姿
が
、
そ
の
よ
う
な
「
気
難
し
い
漱
石
」
像
を
定
着
さ
せ
て
き
た
の
だ
っ
た
ろ
う
。

作
家
夏
目
漱
石
、
或
い
は
夫
、
父
親
、
教
師
と
し
て
の
夏
目
金
之
助
に
関
す
る
様
々
な
言
説
、
研
究
の
積
み
重
ね
が
、「
気
難
し
い
漱
石
」

を
人
々
に
共
有
さ
せ
た
。
少
な
く
と
も
日
本
近
代
文
学
に
詳
し
い
記
者
に
は
そ
う
思
い
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
記
事
の
背
景
を
詮
索
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
。
作
品
を
読
み
そ
の
中
か
ら
作
家
の
姿
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
く

の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
少
な
く
と
も
多
く
の
中
高
生
は
興
味
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
国
語
の
授
業
の
中
で
教
材
の
書
き
手
に
つ
い

て
の
情
報
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
よ
う
に
作
品
外
の
情
報
に
よ
っ
て
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
流
通
し
共
有
さ
れ
て
い

く
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
事
が
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

繰
り
返
す
が
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
や
『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
を
書
い
た
漱
石
で
あ
れ
ば
、そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
そ
れ
ほ
ど
に
「
気
難
し
い
」
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と
い
う
事
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
そ
の
後
の
『
明
暗
』
に
至
る
作
品
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
夏
目
漱
石
は
初
期
の
軽
や
か
で
も

あ
り
得
た
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら
書
き
換
え
て
い
っ
た
の
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
後
の
研
究
者
達
の
漱
石
像
の
方
向
を
決
め
も
し

た
の
だ
ろ
う
が
。
そ
れ
で
も
、
漱
石
の
作
品
全
体
を
通
し
て
み
る
時
、
単
純
に
「
気
難
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
前
面
に
来
る
は
ず

の
作
家
で
は
な
い
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
残
さ
れ
た
作
品
の
全
体
を
読
み
そ
の
上
に
作
品
や
作
家
を
め
ぐ
る
言
説
を
重
ね
て
い
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
る
、
と
い
っ

た
形
で
受
容
さ
れ
る
作
家
は
殆
ど
い
な
い
だ
ろ
う
。
作
品
の
印
象
が
強
け
れ
ば
強
い
程
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
後
の
作
品
の
理
解
は
影
響

さ
れ
か
ね
な
い
。
ま
た
、
あ
る
批
評
の
言
葉
が
そ
の
後
の
理
解
を
支
配
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
も
あ
り
う
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
に

し
て
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
作
ら
れ
て
き
た
の
だ
、
と
い
っ
た
方
が
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。

　

で
は
た
と
え
ば
、
業
病
と
呼
ば
れ
忌
み
嫌
わ
れ
た
癩
病
に
犯
さ
れ
、
一
般
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
病
院
に
あ
っ
て
作
品
を
作
り
出
し

て
い
っ
た
北
條
民
雄
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。

　

2

　

北
條
民
雄
が
「
秩
父
號
一
」
の
名
前
で
『
間
木
老
人
』
を
発
表
し
た
の
は
、「
文
學
界
」
昭
和
1０
年
11
月
号
で
あ
る
。
編
集
後
記
は

「
作
者
は
某
癩
療
養
所
の
患
者
。
内
容
の
素
晴
ら
し
さ
は
読
ん
で
い
た
だ
く
と
し
て
、
兎
に
角
得
難
き
記
録
で
あ
る
。」
と
記
し
て
い 

る
。
し
か
し
、『
間
木
老
人
』
は
北
條
の
入
院
の
記
録
で
は
な
く
、
視
点
人
物
の
宇
津
の
目
に
映
る
癩
病
患
者
間
木
の
物
語
で
あ
る
。

癩
を
病
ん
だ
一
人
の
老
人
の
生
と
死
を
描
い
て
お
り
、
北
條
と
重
ね
ら
れ
う
る
若
い
患
者
宇
津
は
し
か
し
、
間
木
に
よ
っ
て
自
ら
の
癩

と
の
向
き
合
い
方
を
見
出
す
に
至
る
の
で
は
な
く
、「
大
き
な
危
機
の
前
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
自
覚
」
す
る
だ
け
で
あ
る
。
既
に
療
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養
所
に
い
る
間
木
と
入
院
間
も
な
い
宇
津
と
の
間
に
、
間
木
と
宇
津
の
父
が
戦
友
で
あ
っ
た
と
い
う
関
係
が
準
備
さ
れ
て
お
り
、
院
内

の
二
人
の
繋
が
り
は
病
気
に
な
る
前
の
院
外
の
世
界
と
の
繋
が
り
に
ず
ら
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、「
記
録
」
と

い
う
よ
り
も
や
は
り
作
為
的
な
物
語
と
い
う
面
を
強
め
る
。
で
あ
れ
ば
、
編
集
後
記
が
つ
け
た
「
記
録
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
は
、
作
者

の
意
識
で
は
む
ろ
ん
な
く
、
読
む
側
の
視
線
、
と
ら
え
方
と
い
う
事
に
な
る
。
間
木
老
人
の
物
語
よ
り
も
、
細
部
の
、
病
人
や
院
内
の

描
写
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
え
ば
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
い
の
ち
の
初
夜
』
が
発
表
さ
れ
た
の
は
そ
の
三
ヶ
月
後
、「
文
學
界
」
11
年
2
月
号
で
あ
っ
た
。
北
條
の
文
学
界
へ
の
窓
口
と
な
っ

た
川
端
康
成
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
川
端
に
よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
『
間
木
老
人
』
発
表
時
の
筆
名
「
秩
父
號
一
」
を
北
條
自

身
が
つ
け
た
「
北
條
民
雄
」
に
変
え
て
い
る
。
北
條
と
お
ぼ
し
い
入
院
し
た
ば
か
り
の
「
尾
田
」
と
い
う
主
人
公
か
、
古
い
入
院
患
者

の
佐
柄
木
に
よ
っ
て
、
癩
と
い
う
病
に
直
面
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
肉
体
が
朽
ち
か
け
て
な
お
生
き
て
い
る
患
者
の
姿
を
目
に

し
て
、
命
そ
の
も
の
の
あ
り
方
を
見
、
自
ら
の
生
の
あ
り
方
、
そ
の
可
能
性
に
目
覚
め
よ
う
と
す
る
―
あ
く
ま
で
、
ま
だ
、
目
覚
め
よ

う
と
す
る
段
階
、
な
の
だ
が
―
に
至
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
前
作
同
様
作
為
的
な
物
語
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
北
條
が

川
端
宛
の
書
簡
（
昭
和
1０
年
12
月
8
日
消
印
・「
定
本
北
條
民
雄
全
集
下
」・
創
元
社
）
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
何
よ
り
も
生
き
る
か

死
ぬ
か
、
こ
の
問
題
が
大
切
」
と
い
う
、
北
條
自
身
の
生
の
意
識
が
前
景
化
さ
れ
、
あ
た
か
も
私
小
説
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。「
記
録
」
と
い
う
、『
間
木
老
人
』
に
つ
け
ら
れ
た
編
集
後
記
の
レ
ッ
テ
ル
は
こ
の
作
品
に
も
当
て
は
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。む
し
ろ
、こ
の
作
品
こ
そ
が
、北
條
に
向
け
ら
れ
た
期
待
の
視
線
を
満
足
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

無
自
覚
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
読
者
の
中
に
『
間
木
老
人
』
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
癩
病
院
へ
の
意
識
が
、
作
品
そ
の
も
の
よ
り
も
そ
の

中
に
生
き
て
い
る
人
間
の
生
の
あ
り
方
へ
の
興
味
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
こ
と
を『
い
の
ち
の
初
夜
』が
明
ら
か
に
し
た
の
だ
っ

た
。
作
家
の
名
前
は
北
條
民
雄
で
あ
り
主
人
公
は
尾
田
で
あ
っ
て
も
、
尾
田
イ
コ
ー
ル
北
條
、
と
し
て
読
者
に
は
伝
わ
る
。
も
し
か
す
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る
と
、「
秩
父
號
一
」
か
ら
「
北
條
民
雄
」
へ
の
筆
名
の
変
化
も
、よ
り
本
名
へ
近
づ
く
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
『
い
の
ち
の
初
夜
』
を
発
表
し
た
「
文
學
界
」
2
月
号
に
、
川
端
は
「「
い
の
ち
の
初
夜
」
推
薦
」
と
い
う
一
文
を
寄
せ
、
そ
の
中
に

先
の
書
簡
を
引
用
し
て
い
る
。

　
「
こ
の
病
院
へ
入
院
し
ま
し
た
、最
初
の
一
日
を
取
り
扱
つ
た
の
で
す
。僕
に
は
、生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
、恐
し
い
記
憶
で
す
。

で
も
一
度
は
入
院
当
時
の
気
持
ち
に
戻
つ
て
み
な
け
れ
ば
、
再
び
立
ち
上
が
る
道
が
掴
め
な
か
つ
た
の
で
す
。」

　

こ
の
後
に
先
に
引
い
た
文
も
続
い
て
い
く
の
だ
が
、
こ
の
北
條
の
言
葉
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
作
家
の
事

実
を
描
い
た
、
私
小
説
に
類
す
る
も
の
だ
、
と
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
文
藝
春
秋
」
11
年
3
月
号
の
豊
島
與
志
雄
の
「
文
芸
時
評
」
は
『
い
の
ち
の
初
夜
』
に
つ
い
て
、川
端
の
引
い
た
書
簡
に
触
れ
て
「
こ

れ
で
見
て
も
、
こ
の
作
品
は
明
か
に
、
過
去
の
1
日
に
立
ち
戻
つ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
云
は
ば
記
録
的
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。「
書
か
れ
て
い
る
種
々
の
事
柄
は
、
作
者
が
そ
れ
を
書
い
た
時
と
同
様
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
生
き
上マ

マ

つ
て

ゐ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
に
一
つ
一
つ
残
さ
れ
て
い
つ
た
足
跡
で
は
な
い
、
一
つ
一
つ
落
さ
れ
て
い
つ
た
石
こ
ろ
で
は
な
い
。
凡
て
が
呼

び
覚
さ
れ
、
眼
を
見
開
い
て
、
一
つ
の
思
念
の
中
に
喘
い
で
ゐ
る
。」
と
続
け
る
豊
島
は
、『
い
の
ち
の
初
夜
』
に
「
現
在
の
吾
々
に
繋

が
る
」「
強
烈
な
思
念
―
思
考
」
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
提
に
な
る
の
は
、
北
條
民
雄
と
い
う
作
家
の
、
事
実
、
現
実
が
そ
こ

に
描
か
れ
て
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

　
「
改
造
」
の
昭
和
11
年
3
月
号
の
「
文
壇
寸
評
」
は
『
い
の
ち
の
初
夜
』
へ
の
言
及
を
冒
頭
に
置
い
て
い
る
。「
レ
プ
ラ
に
と
り
つ
か

れ
な
が
ら
、
あ
あ
い
ふ
も
の
を
書
き
得
た
こ
と
に
頭
を
下
げ
る
。
―
略
―
北
條
氏
は
、
む
し
ろ
、
薄
気
味
悪
い
ほ
ど
の
余
裕
を
見
せ
て

ゐ
る
。
―
略
―
「
い
の
ち
の
初
夜
」
は
、
自
分
の
病
気
を
は
つ
き
り
と
自
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。」
と
い
う
文
も
、
や
は
り

事
実
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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小
林
秀
雄
は
、『
い
の
ち
の
初
夜
』
の
発
表
を
受
け
昭
和
11
年
1
月
24
日
の
読
売
新
聞
に
「
作
家
の
顔
」
と
題
す
る
文
を
寄
せ
、
北

條
に
つ
い
て
語
っ
た
。「
一
つ
異
様
な
小
説
」
と
「
い
の
ち
の
初
夜
」
に
掴
み
の
言
葉
を
つ
け
た
小
林
は
、「
作
者
は
入
院
当
時
の
自
殺

未
遂
や
悪
夢
や
驚
愕
や
絶
望
を
敍
し
、
悪
臭
を
発
し
て
腐
敗
し
て
ゐ
る
幾
多
の
肉
塊
に
、
い
の
ち

0

0

0

そ
の
も
の
の
形
を
感
得
す
る
と
い
ふ
、

異
様
に
単
純
な
物
語
を
語
つ
て
ゐ
る
」
と
の
べ
、「
か
う
い
ふ
単
純
さ
を
前
に
し
て
、
僕
は
言
ふ
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
」
と
、
北
條
の

示
し
た
体
験
、
癩
病
院
の
描
写
を
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る
。
事
実
を
前
に
し
て
、
そ
の
事
実
の
力
に
対
し
て
言
う
こ
と
は
な
い
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

フ
ロ
オ
ベ
ル
の
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
へ
の
書
簡
」
か
ら
「
人
間
と
は
何
物
で
も
な
い
、
作
品
が
総
て
な
の
で
す
。」
と
い
う
言

葉
を
引
き
、
ロ
オ
レ
ン
ス
の
手
紙
の
「
運
命
が
僕
を
『
作
家
』
と
き
め
ち
ま
は
な
か
つ
た
ら
」
と
い
う
苦
し
み
を
す
く
い
取
り
、
正
宗

白
鳥
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
死
に
つ
い
て
書
い
た
文
章
に
重
ね
て
「
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
実
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、
生
ま
れ
て
育
つ

た
思
想
が
遂
に
実
生
活
に
訣
別
す
る
時
が
来
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
凡
そ
思
想
と
い
ふ
も
の
に
何
の
力
が
あ
る
か
」
と
続
け
ら
れ
た
文
章

を
北
條
に
引
き
つ
け
て
い
け
ば
、
北
條
が
己
の
直
面
し
て
い
る
癩
と
い
う
生
の
根
源
に
関
わ
る
問
題
の
中
か
ら
、
書
く
こ
と
の
苦
悩
を

超
え
て
い
か
な
る
思
想
を
作
り
出
せ
る
か
、
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
、
と
読
む
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　
「
今
日
ま
で
や
つ
て
き
た
実
生
活
を
省
み
、
こ
れ
を
再
現
し
よ
う
と
い
ふ
欲
望
を
感
じ
な
い
。
さ
う
い
ふ
仕
事
が
詰
ま
ら
ぬ
と
思
つ

て
ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
、
不
可
能
だ
と
思
ふ
か
ら
だ
」
と
い
う
結
び
近
く
に
書
か
れ
た
言
葉
も
、
北
條
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
、

と
考
え
ら
れ
も
す
る
。
が
、
そ
れ
は
ま
だ
、
先
の
可
能
性
だ
。
小
林
は
、
北
條
の
提
示
し
た
世
界
を
単
な
る
私
小
説
と
し
て
読
む
こ
と

を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
っ
て
も
、「
或
る
人
曰
く
、
俺
に
癩
病
に
な
れ
と
で
も
言
ふ
の
か
い
」
と
書
く
時
、
そ
の
世
界
が
圧
倒
的

な
力
を
持
つ
現
実
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
、
普
通
の
受
け
止
め
方
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
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そ
れ
は
つ
ま
り
、
実
際
に
北
條
が
癩
を
病
ん
で
癩
病
院
に
い
る
、
と
い
う
事
実
が
、
一
人
北
條
の
境
遇
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
だ

け
で
は
な
く
、
癩
病
と
い
う
病
気
に
対
す
る
社
会
的
な
視
線
を
無
自
覚
に
寄
り
添
わ
せ
つ
つ
読
者
に
浸
透
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
だ
。
川
端
は
殆
ど
病
気
に
対
す
る
偏
見
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
は
見
え
る
。
小
林
も
、豊
島
も
、文
壇
寸
評
の
書
き
手
も
、

そ
の
よ
う
な
様
子
は
見
せ
て
い
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
社
会
の
中
で
癩
と
い
う
病
気
は
、
癩
病
患
者
は
、
形
容

し
が
た
い
程
の
偏
見
と
無
理
解
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
北
條
に
対
す
る
共
感
や
同
情
や
と
い
っ
た
諸
々
の
読
者
の
感
想
は
、
そ
の
よ

う
な
社
会
通
念
の
上
に
作
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

3

　

北
條
民
雄
は
、『
い
の
ち
の
初
夜
』
発
表
後
、『
猫
料
理
』（
随
筆
・「
文
學
界
」
4
月
号
）『
眼
帯
記
』（
随
筆
・「
文
學
界
」
9
月
号
） 

『
癩
院
受
胎
』（
小
説
・「
中
央
公
論
」
1０
月
号
）『
癩
院
記
録
』（
随
筆
・「
改
造
」
1０
月
号
）『
癩
家
族
』（
小
説
・「
文
藝
春
秋
」
12
月
号
）

『
続
癩
院
記
録
』（
随
筆
・「
改
造
」
12
月
号
）
と
、
創
元
社
の
定
本
全
集
上
巻
の
年
譜
に
よ
れ
ば
自
殺
を
決
意
し
2
週
間
関
西
を
放
浪
、

郷
里
に
も
帰
っ
た
と
あ
る
６
月
前
後
の
落
ち
込
み
の
時
期
を
挟
み
な
が
ら
も
、
作
品
を
書
き
、
発
表
し
て
い
っ
た
。「
文
學
界
」
で
の

人
気
が
高
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、「
中
央
公
論
」、「
文
藝
春
秋
」、「
改
造
」
と
い
う
当
時
の
中
心
で
あ
っ
た
総
合
雑
誌
に
そ
れ
ぞ

れ
発
表
で
き
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
し
て
、
12
月
に
は
こ
れ
ら
を
併
せ
て
創
元
社
か
ら
作
品
集
『
い
の
ち
の
初
夜
』
を
刊
行

す
る
。
こ
の
一
年
、『
い
の
ち
の
初
夜
』
に
よ
っ
て
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
文
学
界
に
強
く
残
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

そ
の
一
つ
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
現
れ
と
思
え
る
の
が
、『
眼
帯
記
』『
癩
院
受
胎
』『
癩
院
記
録
』
の
発
表
を
受
け
て
書
か
れ
た
、

中
村
光
夫
の
「
癩
者
の
復
活
」（
文
芸
時
評
・「
文
藝
春
秋
」　

昭
和
11
年
11
月
号
）
で
あ
る
。「
陰
惨
な
記
録
に
満
ち
て
ゐ
る
」
北
條
の
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作
品
に
し
か
し
「
な
に
か
爽
や
か
な
」
読
後
感
を
持
っ
た
と
い
う
中
村
は
、「
久
し
振
り
で
文
学
自
体
の
―
ま
た
は
文
字
自
体
の
―
力

に
接
す
る
稀
な
機
会
を
得
た
」
と
ま
で
書
く
。『
眼
帯
記
』
の
「
こ
れ
だ
け
の
肉
体
的
苦
痛
、
そ
れ
を
背
負
つ
て
、
し
か
も
狂
ひ
せ
ず

生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
健
康
何
物
に
も
勝
つ
て
健
康
で
あ
る
証
拠
で
は
な
い
か
！
」
と
い
う
文
を
受
け
、「
か

う
し
た
作
家
に
向
つ
て
健
康
不
健
康
な
ど
と
い
ふ
曖
昧
な
区
別
だ
て
は
無
益
で
あ
ら
う
。
私
は
氏
に
同
情
も
す
る
ま
い
。
氏
を
病
人
と

も
思
ふ
ま
い
。」
と
言
う
。

　

そ
し
て
中
村
は
、
子
規
や
梶
井
と
比
較
し
て
、
北
條
に
は
「
最
初
か
ら
病
者
に
伍
し
て
他
人
の
苦
悩
を
自
己
を
通
し
て
表
現
し
て
い

る
」
と
い
う
新
し
さ
が
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
「
他
人
の
姿
を
借
り
」
て
自
分
の
問
題
を
「
客
観
化
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
言
う
な

ら
ば
「
氏
の
「
生
命
の
問
題
」
は
氏
の
肉
体
を
越
え
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
魅
力
の
根
幹
が
あ
る
。
北
條
が
「
現
代
に
生
き

る
人
間
の
苦
悩
を
確
と
把
え
て
表
現
し
て
い
る
」
か
ら
、
そ
の
「
作
品
が
我
々
を
惹
き
つ
け
る
力
が
潜
む
の
だ
」
と
す
る
。
加
え
て
中

村
は
、
北
條
の
苦
悩
は
「
単
に
自
己
の
病
苦
に
堪
え
る
こ
と
に
は
存
し
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
精
神
を
一
個
の
物
質
と
見
る
こ
と
を

理
知
に
よ
つ
て
強
ひ
ら
れ
な
が
ら
「
癩
者
の
復
活
」
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
ぬ
点
」
に
あ
り
、
こ
れ
を
北
條
の
「
い
の
ち
の
理
論
」
だ
と
結

論
づ
け
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
問
題
と
し
て
た
だ
癩
を
病
ん
だ
苦
悩
を
語
る
の
で
は
な
く
、
他
の
癩
者
の
様
子
を
自
身
に
引

き
つ
け
自
身
に
も
予
見
さ
れ
る
姿
と
し
て
捉
え
、
彼
ら
の
存
在
を
自
身
に
重
ね
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
病
の
進
ん
だ
そ
の
姿

の
中
に
、
物
質
的
な
肉
体
の
み
と
化
し
た
様
を
見
な
が
ら
そ
こ
に
な
お
北
條
は
命
そ
の
も
の
を
見
出
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。

　

中
村
の
「
い
の
ち
の
理
論
」
は
、
北
條
の
文
学
世
界
を
語
る
言
葉
と
し
て
流
通
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
北
條
の
理
論
を

浮
か
び
上
が
ら
せ
る
背
景
に
あ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
代
の
、
癩
を
病
む
患
者
達
が
閉
じ
込
め
ら
れ
た
世
界
に
つ
い
て
の

一
般
的
な
認
識
だ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
、悪
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
中
村
は
こ
の
文
章
を
、北
條
が
癩
者
の
中
に
発
見
し
た
人
間
は「
生
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命
そ
の
も
の
の
生
き
る
姿
」で
あ
っ
て
、「
こ
の「
人
間
」は
氏
の
肉
体
的
不
幸
を
越
え
、溌
溂
と「
健
康
な
世
界
」に
生
き
る
で
あ
ら
う
」「
こ

の
意
味
で
私
は
「
癩
者
の
復
活
」
を
信
ず
る
」
と
結
ぶ
の
だ
が
、
言
葉
尻
を
捉
え
る
わ
け
で
な
く
言
え
ば
、
復
活
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

と
こ
ろ
に
、
彼
ら
は
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
気
づ
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

中
村
の
よ
う
に
丁
寧
な
批
評
を
受
け
る
程
に
、
文
学
界
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
北
條
で
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
執
筆
活
動
が
影
響

し
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
が
、
翌
12
年
６
月
ぐ
ら
い
か
ら
悪
化
さ
せ
た
腸
結
核
に
肺
結
核
を
併
発
し
、
昭
和
12
年
12
月
5
日
、

闘
病
の
甲
斐
な
く
死
去
す
る
。
23
歳
で
あ
っ
た
。
作
家
と
し
て
の
活
動
は
2
年
で
あ
っ
た
。

　

死
の
年
12
年
は
、
年
譜
に
よ
れ
ば
、
前
年
暮
れ
か
ら
の
神
経
痛
に
苦
し
み
1
月
を
ほ
ぼ
自
室
で
静
養
、
1
月
末
か
ら
2
月
半
ば
ま
で

病
室
に
入
室
（
北
條
の
入
院
し
た
全
生
病
院
は
、
多
く
の
癩
病
患
者
収
容
施
設
と
同
様
、
患
者
の
日
常
の
場
は
病
室
と
は
別
に
な
っ
て

お
り
、
病
状
の
悪
化
や
余
病
併
発
の
場
合
に
治
療
病
棟
に
入
院
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
）、
9
月
に
結
核
病
棟
に
入
室
と
、
癩
病
患
者

と
し
て
は
大
き
な
外
見
上
の
変
化
も
な
く
、
軽
症
に
見
え
な
が
ら
、
内
実
は
病
勢
が
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
発
表
で
き
た
の
も
入

院
記
録
的
な
『
重
病
室
日
誌
』（「
文
學
界
」
4
月
号
）『
続
重
病
室
日
誌
』（「
文
學
界
」
12
月
号
）
と
『
望
郷
歌
』（
小
説
・「
文
藝
春
秋
」

12
月
号
）
に
留
ま
る
。

　

川
端
康
成
は
北
條
の
死
の
翌
月
、「
文
學
界
」
昭
和
13
年
2
月
号
の
北
條
民
雄
追
悼
特
集
に
「
追
悼
記
序
」
を
寄
せ
て
い
る
。

　
「　

―
略
―

父
君
が
遺
骨
を
受
け
取
り
に
来
た
時
、
私
の
家
に
も
寄
つ
て
く
れ
て
北
條
君
の
履
歴
な
ど
聞
き
、
初
め
て
知
る
こ
と
も
あ
つ
た
。
そ
れ

も
今
は
書
け
な
い
。
父
君
そ
の
他
の
遺
族
は
、
北
條
君
が
小
説
を
書
い
て
ゐ
る
ら
し
い
と
薄
々
知
つ
て
ゐ
た
だ
け
で
、
な
に
を
ど
こ
に

書
い
て
ゐ
る
や
ら
、
全
然
思
ひ
及
ば
ぬ
風
だ
つ
た
。
肉
親
と
絶
縁
し
て
の
文
学
で
あ
る
。
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
。
か
う
い
ふ
本
が
出

て
ゐ
る
と
、
私
は
「
い
の
ち
の
初
夜
」
を
父
君
に
見
せ
た
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
お
読
み
に
な
ら
ぬ
方
が
い
い
で
せ
う
と
言
わ
ね
ば
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な
ら
な
か
つ
た
。
父
君
に
し
て
も
、
そ
の
本
を
持
つ
て
歩
く
こ
と
さ
え
出
来
ぬ
人
で
あ
る
。
遺
骨
を
受
け
取
り
に
来
て
貰
つ
た
の
は
、

ま
だ
癩
者
と
し
て
よ
い
方
で
あ
ら
う
。

―
略
―　

」

　

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
川
端
の
北
條
の
父
親
に
対
す
る
、
つ
ま
り
癩
病
患
者
を
身
内
に
持
っ
た
人
間
に
対
す
る
気
配
り
の
行
き
届

い
た
文
章
で
あ
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
気
配
り
を
し
て
父
や
家
族
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
当
時
の
癩

病
患
者
と
そ
の
親
族
は
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
北
條
が
訪
ね
て
き
た
時
に
会
っ
た
こ
と
も
川
端
は
こ
の
後
書
い
て
い
る
。
死

の
後
直
ぐ
に
全
生
病
院
に
行
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
後
の
対
応
も
書
い
て
い
る
。
北
條
に
対
し
、
癩
病
院
に
対
し
て
川
端
に
全
く
の
躊
躇

い
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
は
解
ら
ぬ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
片
鱗
だ
に
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
が
、「
肉
親
と
絶
縁
し

て
の
文
学
」
や
「
癩
者
と
し
て
よ
い
方
」
と
言
っ
た
言
葉
に
、
癩
病
を
取
り
巻
く
時
代
の
状
況
を
川
端
も
十
分
に
知
っ
て
い
る
こ
と
は

解
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
積
極
的
に
そ
の
こ
と
の
非
を
訴
え
よ
う
と
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
。
む
ろ
ん
、
非
難
で
は
な
い
。

そ
う
い
う
、
癩
と
い
う
病
が
担
わ
さ
れ
た
特
殊
性
を
読
者
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
、
北
條
の
作
品
に
心
を
揺
す
ぶ
ら
れ
る
た
め
に
は

必
要
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

4

　

北
條
の
死
の
翌
月
に
は
、「
月
刊
ペ
ン
」
昭
和
13
年
2
月
号
が
『
癩
院
日
誌
』『
年
頭
雑
感
』『
癩
文
学
と
い
ふ
こ
と
』『
頃
日
雑
記
』

の
4
編
を
遺
稿
と
し
て
掲
載
し
、
同
時
に
北
條
と
癩
文
学
に
関
す
る
特
集
を
組
ん
だ
。

　

川
端
康
成
の
「
北
條
民
雄
と
癩
文
学
」
は
北
條
自
身
と
い
う
よ
り
そ
の
周
辺
に
多
く
言
葉
を
割
い
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
村
山
に
癩
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院
を
建
て
る
に
は
、
血
を
見
る
程
の
地
元
の
反
対
が
あ
り
、
ま
た
初
め
の
患
者
達
に
は
、
浮
浪
の
果
て
の
や
う
な
無
頼
の
患
者
が
多

か
つ
た
」
と
い
う
文
章
や
、「
北
條
君
な
ど
は
軽
症
の
時
に
、
療
養
所
へ
来
た
の
だ
か
ら
、
癩
者
だ
と
知
っ
て
ゐ
た
の
は
肉
親
だ
け
で
、

世
間
の
人
は
見
て
も
分
ら
な
い
。
癩
者
と
し
て
忌
み
虐
げ
ら
れ
な
が
ら
世
間
を
歩
く
こ
と
は
な
か
つ
た
」
等
、
癩
に
向
け
た
世
間
の
目

が
見
い
だ
せ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
院
内
で
北
條
は
け
し
て
い
い
患
者
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
、
と
い
っ
た
話
か
ら
、
自
由
な
社
会
に
あ
っ
て
も
作
家
と
し
て

生
き
て
い
く
に
は
周
囲
と
調
和
す
る
の
が
難
し
い
、
ま
し
て
北
條
は
「
肉
体
の
病
苦
の
上
に
、
精
神
の
致
命
的
な
打
撃
を
背
負
つ
て
い

る
。
そ
れ
で
尚
文
学
に
昂
然
と
精
進
す
る
に
は
、周
囲
と
妥
協
な
ど
し
て
は
ゐ
ら
れ
ぬ
」
と
そ
の
独
善
を
擁
護
し
て
い
る
。
こ
の
文
は
、

結
び
と
響
き
合
う
。「
社
会
は
い
よ
い
よ
大
き
い
も
の
の
た
め
に
自
己
を
棄
て
る
こ
と
を
求
め
つ
つ
あ
つ
て
、
し
か
も
翻
つ
て
思
え
ば
、

文
学
に
献
身
す
る
こ
と
の
真
実
を
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
、
欺
き
奪
い
去
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
時
北
條
君
な
ど
を
思
つ
て
み
る
の
も

無
駄
で
は
な
か
ら
う
。」
と
結
ば
れ
る
部
分
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
大
陸
の
戦
火
が
長
期
化
し
て
い
く
時
代
状
況
へ
の
抵
抗
意
識
で
あ

る
。
自
分
た
ち
の
自
由
が
奪
わ
れ
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
に
抗
う
存
在
の
先
達
と
し
て
北
條
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
條
が
病
と

闘
い
、
癩
病
院
の
不
自
由
の
中
で
文
学
に
向
か
っ
た
あ
り
方
を
思
え
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
最
初
に
引
い
た
文
章
の
後
に
川
端
は
現
在

の
村
山
を
「
設
備
の
模
範
的
な
一
個
の
文
化
村
」
で
「
相
当
の
秩
序
が
保
た
れ
て
ゐ
る
」
と
評
し
て
お
り
、
癩
病
患
者
の
置
か
れ
た
環

境
に
対
す
る
根
本
的
な
問
題
意
識
は
示
し
て
い
な
い
が
、
北
條
民
雄
と
い
う
存
在
が
基
本
的
に
反
社
会
的
な
、
反
時
代
的
な
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
で
は
、
と
は
思
わ
せ
る
。
そ
の
意
識
こ
そ
が
、
北
條
を
評
価
す
る
根
底
に
必
要
な
も
の
な
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

　

特
集
は
、
全
生
病
院
の
医
師
で
あ
る
堀
口
英
一
の
「
癩
医
の
見
た
北
條
君
の
文
学
」
に
続
く
。「
異
常
な
作
家
北
條
君
の
登
場
」
と

始
ま
る
こ
の
文
章
は
、
癩
病
患
者
の
身
近
に
い
て
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
間
が
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
視
線
を
向
け
て
い
た
か
を
教
え
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て
く
れ
る
。「
そ
こ
は
醜
悪
と
、
陰
惨
と
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
悲
劇
と
絶
望
の
極
限
迄
追
い
つ
め
ら
れ
た
癩
の
世
界
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
彼
ら
は
み
ん
な
満
足
な
生
活
欲
を
も
つ
て
平
和
な
陽
を
受
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
健
康
の
世
界
へ
脱
走
し
よ
う

な
ぞ
と
い
ふ
も
の
は
誰
も
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
全
く
驚
く
べ
き
平
和
さ
で
あ
る
。」
と
書
く
時
、お
そ
ら
く
こ
の
医
師
は
本
当
に
そ
う
思
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
彼
の
目
に
映
ら
な
い
と
こ
ろ
で
患
者
に
ど
の
よ
う
な
葛
藤
が
あ
る
か
を
、
苦
悩
の
中
に
彼
ら
が
い
る
か
を
想
像
す

る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
癩
を
忌
み
嫌
い
拒
絶
す
る
の
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。

　

北
條
の
日
記
に
も
出
て
く
る
医
師
の
日
戸
修
一
も
文
章
を
寄
せ
て
い
る
。「
医
学
の
絶
望
と
癩
の
悲
劇
的
運
命
」
と
い
う
題
は
、
悲

観
的
で
無
残
な
現
状
把
握
と
未
来
予
想
で
も
あ
る
の
か
と
心
配
さ
れ
る
程
だ
が
、
む
し
ろ
淡
々
と
し
た
現
状
認
識
を
与
え
て
く
れ
る
。

癩
の
病
原
体
が
癩
菌
で
あ
り
ハ
ン
セ
ン
博
士
が
発
見
し
た
こ
と
、
伝
染
病
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
癩
の
悲
惨
さ
を
、「
病
状
の
経
過
が

順
次
に
奪
い
ゆ
く
も
の
は
容
貌
で
あ
り
手
足
で
あ
る
」「
癩
患
者
に
は
容
貌
は
な
い
。
試
み
に
そ
の
悪
臭
限
り
な
く
腐
敗
し
脱
落
し
つ

つ
失
わ
れ
る
慄
然
た
る
顔
を
見
ら
れ
よ
、
眼
、
耳
、
鼻
、
呼
吸
器
と
い
ふ
や
う
な
器
官
が
音
も
な
く
何
の
苦
も
な
く
侵
さ
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
。」
と
、
外
貌
の
変
化
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
そ
の
表
現
は
問
題
は
あ
ろ
う
が
、
日
戸
が
示
し
て
い
る
の
は
、

も
う
一
歩
進
め
れ
ば
、
癩
と
い
う
病
気
に
つ
い
て
社
会
が
持
っ
て
い
る
意
識
は
、
偏
見
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
事
実
を
主
張
す
る

こ
と
に
な
る
。
そ
こ
ま
で
は
っ
き
り
言
え
て
は
い
な
い
が
、
そ
う
考
え
る
知
識
情
報
を
読
者
に
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
と
言
え
る
。
そ

れ
は
、
三
好
浩
太
の
「
癩
医
学
」
も
同
様
だ
。「
日
本
癩
病
学
の
業
績
を
検
討
し
て
、
こ
こ
に
叙
述
し
た
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
日
本

医
学
界
が
癩
の
診
断
診
療
に
ど
の
よ
う
に
尽
く
し
努
め
て
き
た
か
を
述
べ
て
い
る
。
素
人
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
く
は
っ
き
り

し
た
成
果
が
出
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
知
識
と
し
て
読
者
に
十
分
役
立
つ
も
の
を
与
え
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
癩
が
遺

伝
で
は
な
く
伝
染
す
る
病
気
だ
と
い
う
こ
と
は
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
情
報
は
、
社
会
が
癩
病
に
向
け
て
い
る
視
線
が
理
由
あ
る
も
の
で
は
な
く
偏
見
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
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十
分
だ
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
は
既
に
一
八
七
三
年
ハ
ン
セ
ン
が
癩
菌
を
発
見
し
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
６０
年

も
経
過
し
た
後
で
は
常
識
に
類
す
る
知
識
情
報
で
あ
っ
て
当
然
だ
ろ
う
と
思
え
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
そ
う
で
は
な
い
。
正
確
な
病

理
に
関
す
る
知
識
は
殊
更
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
社
会
の
常
識
と
し
て
の
癩
へ
の
偏

見
を
作
り
出
し
維
持
し
て
い
る
の
は
、
癩
患
者
を
社
会
か
ら
隔
離
し
表
面
的
に
文
明
国
の
体
裁
を
作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
国
家
の
政
策

で
あ
り
、
法
律
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
反
発
し
う
る
人
間
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
北
條
民
雄
自
身
に
も
言
え
る
こ
と
だ
。
全
生
病
院
で
の
北
條
の
友
人
で
あ
っ
た
光
岡
良
二
は
、「
北
條
民
雄
の
思
い
出
」

を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
北
條
の
容
貌
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
現
在
北
條
の
肖
像
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
友
人
東
条
耿
一
の
書
い

た
絵
に
重
ね
て
。

　
「
バ
ツ
サ
リ
耳
の
上
ま
で
覆
さ
つ
た
髪
、
や
ゝ
突
起
し
た
頬
骨
と
、
ぎ
ゆ
つ
と
つ
ぐ
ん
だ
口
辺
、
だ
が
何
よ
り
も
特
徴
は
そ
の
眼
だ
。

四
年
前
始
め
て
会
つ
た
時
か
ら
北
條
の
眼
は
僕
の
中
に
強
く
焼
き
つ
い
て
ゐ
る
。
小
刀
で
で
も
抉
つ
た
様
に
細
か
く
小
さ
な
そ
し
て
ど

こ
か
三
角
な
眼
、
そ
れ
は
物
笑
ふ
と
殆
ど
無
く
な
つ
て
し
ま
ひ
さ
う
に
な
り
乍
ら
、
そ
の
奥
に
キ
ラ
と
光
る
何
か
が
あ
る
。
初
め
て
の

人
な
ら
ま
と
も
に
合
せ
て
ゐ
ら
れ
な
い
眼
だ
。
そ
れ
は
苦
し
ん
で
ゐ
る
眼
、
絶
え
ず
相
手
の
心
理
の
裸
形
を
感
じ
そ
の
為
に
傷
つ
き
続

け
て
ゐ
る
眼
だ
。
又
何
か
に
し
つ
か
り
と
よ
り
か
ゝ
り
絶
え
ざ
る
憂
鬱
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
無
限
の
飢
渇
の
覗
い
て
ゐ
る
眼
だ
。
北

條
は
気
難
し
く
、
又
人
な
つ
こ
い
。
彼
の
眼
の
中
に
僕
は
何
よ
り
も
彼
の
心
の
苦
痛
そ
の
も
の
を
何
時
も
感
じ
て
来
た
。」

　

光
岡
が
示
し
た
北
條
の
眼
は
、
力
づ
よ
く
社
会
に
立
ち
向
か
う
人
の
も
の
と
言
う
よ
り
、
悩
み
傷
つ
き
な
が
ら
手
を
取
り
合
え
る
誰

か
を
求
め
る
気
弱
な
人
の
も
の
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。「
北
條
民
雄
と
い
へ
ば
、
癩
の
中
に
毅
然
と
生
き
抜
い
て
書
い
て
ゐ
る
作

家
と
多
く
の
人
は
想
像
し
て
ゐ
る
。
嘘
つ
ぱ
ち
だ
。
彼
ほ
ど
絶
え
間
な
く
な
や
み
、
憂
鬱
に
ひ
し
げ
、
暗
澹
と
し
た
精
神
の
暗
渠
ば
か

り
を
く
ぐ
つ
て
来
た
者
が
あ
ら
う
か
。」
と
作
家
北
條
を
描
い
て
み
せ
る
光
岡
で
あ
る
。「
癩
と
い
ふ
も
の
を
社
会
と
文
化
の
ど
真
ん
中
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に
据
え
て
、
そ
の
存
在
価
値
を
追
求
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ
た
」
と
北
條
の
文
学
を
評
し
て
み
せ
る
光
岡
で
あ
る
。
そ
の
眼
に
は
、

し
か
し
北
條
が
癩
に
向
け
ら
れ
る
社
会
の
、
人
々
の
視
線
に
怒
り
反
発
し
そ
れ
を
告
発
し
よ
う
と
す
る
姿
は
映
っ
て
い
な
い
。
北
條
の

癩
を
見
る
意
識
は
、
自
身
の
病
気
と
自
身
の
生
、
死
を
見
る
時
で
な
け
れ
ば
、
社
会
の
視
線
と
そ
う
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。

　

5

　

北
條
民
雄
の
作
品
の
中
に
は
、
既
に
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
癩
と
い
う
病
が
置
か
れ
た
状
況
、
社
会
の
意
識
、
差
別
と
隔
離
と
い
っ

た
こ
と
ど
も
に
関
し
て
殊
更
な
言
及
は
な
い
。
自
ら
医
師
の
診
断
を
受
け
、
自
ら
の
意
思
で
癩
病
患
者
の
収
容
所
に
入
所
し
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
社
会
か
ら
理
不
尽
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
逆
に
自
ら
そ
う
い
う
扱
い
を
受
け
る
前
に
社
会
に
背
を
向

け
る
と
い
っ
た
思
い
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
癩
病
に
罹
患
し
た
こ
と
を
受
け
入
れ
、
そ
の
上
で
癩
と
い
う
病
が
必
然
的
に
患
者

に
も
た
ら
す
未
来
の
可
能
性
に
向
き
合
い
、
対
処
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
北
條
自
身
に
も
発
病
当
時
、
癩
と
い
う
病
気
が
そ

の
悪
化
に
従
っ
て
ど
う
い
う
変
容
を
辿
る
の
か
十
分
な
知
識
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
川
端
を
初
め
と
す
る
多
く
の
読
者
も
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
多
く
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
偏
見
を
持

つ
側
に
荷
担
し
て
い
る
と
は
考
え
も
し
な
い
。
不
治
の
、
業
病
と
さ
れ
る
、
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
て
―
そ
れ
が
自
由
を
奪
わ
れ
閉
じ
込

め
ら
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
も
せ
ず
―
治
療
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
可
哀
想
で
悲
劇
的
な
病
気
な
の
だ
、
と
い
っ
た
、
疑
問
を
持
た
な
い

視
線
。
そ
の
視
線
が
共
有
さ
れ
る
中
で
、
北
條
民
雄
は
読
ま
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　

癩
を
病
み
、
死
に
向
か
い
そ
の
身
が
崩
れ
落
ち
て
い
く
の
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
患
者
達
の
中
に
こ
そ
あ
る
「
い
の
ち
」
そ
の
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も
の
を
見
出
し
た
、
希
有
な
精
神
力
。
読
者
が
北
條
に
与
え
た
そ
の
評
価
は
、
確
か
に
小
林
秀
雄
が
「
作
家
の
顔
」
で
言
う
よ
う
に
、

作
者
を
癩
病
患
者
だ
と
書
い
た
こ
と
を
「
失
敬
だ
な
ぞ
と
憤
慨
す
る
結
構
な
社
会
に
生
き
て
ゐ
る
」
か
ら
こ
そ
、
生
ま
れ
た
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　
附１　

 

癩
病
は
、
そ
の
名
が
過
去
の
偏
見
や
差
別
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
、
現
在
で
は
病
原
菌
発
見
者
の
名
を
取
っ
て
ハ

ン
セ
ン
病
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
北
條
民
雄
の
置
か
れ
た
環
境
と
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
文
学
を
考
え
る
た
め

に
あ
え
て
「
癩
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
た
だ
言
葉
を
換
え
る
こ
と
が
何
か
を
変
え
る
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し

て
し
ま
う
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
見
誤
ら
せ
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

２　

 

本
稿
で
殊
更
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
平
成
2６
年
8
月
、
徳
島
県
阿
南
市
の
阿
南
文
化
協
会
が
「
阿
南
市
の
先
覚
者
た
ち

第
1
集
」
を
発
行
し
た
。
そ
の
中
で
北
條
民
雄
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
出
生
地
や
本
名
、
父
の
名
が
明
か
さ
れ
た
。

　
　

 

七
條
林
三
郎
の
次
男
、
晃
司
。
京
城
生
ま
れ
。
既
に
北
條
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
康
夫
の
詳
細
な
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
。
病
気
を
め
ぐ
る
社
会
的
環
境
を
慮
っ
て
秘
匿
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ

れ
ば
、
改
め
て
五
十
嵐
の
研
究
成
果
は
提
示
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
も
思
え
る
。
郷
里
が
徳
島
で
あ
る
こ
と
は
全
集
に
収
め
ら

れ
た
書
簡
に
も
記
さ
れ
て
い
た
。
癩
予
防
法
が
廃
止
さ
れ
て
も
尚
、
偏
見
は
十
分
に
払
拭
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
お
そ
ら

く
は
親
族
を
含
む
北
條
の
郷
里
の
人
々
に
よ
っ
て
そ
の
人
と
な
り
、
成
長
の
道
筋
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
癩
＝
ハ
ン

セ
ン
病
の
偏
見
を
な
く
し
て
い
く
た
め
に
も
有
意
義
な
こ
と
だ
ろ
う
。
作
家
北
條
民
雄
が
ど
う
い
う
生
ま
れ
の
ど
う
い
う
成
長
を
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し
た
人
間
か
と
い
う
こ
と
が
彼
の
残
し
た
作
品
の
読
解
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
過
去
が

あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
七
條
晃
司
と
い
う
青
年
が
癩
病
院
に
隔
離
入
院
し
た
後
作
家
北
條
民
雄
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
、

を
考
え
る
大
き
な
材
料
は
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
文
学
上
の
北
條
民
雄
研
究
の
進
展
が
期
待
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む

ろ
ん
、
そ
の
為
に
多
く
の
情
報
が
開
示
さ
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
。
平
成
2６
年
は
そ
の
為
の
、
最
大
の
難
関
が
越
え
ら
れ
た

年
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。


