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藤
村
は
非
常
に
個
性
の
強
い
人
で
、
自
分
の
好
み
に
よ
る
独
自
の
世
界
と

い
う
ふ
う
な
も
の
を
、
お
の
ず
か
ら
自
分
の
周
囲
に
作
り
上
げ
て
い
た
。
衣

食
住
の
す
み
ず
み
ま
で
も
そ
の
独
特
な
好
み
が
行
き
わ
た
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。 

酒  

粕 

さ
け
か
す

に
漬
け
た
茄な
子す
が
好
き
だ
と
い
う
の
で
、
冬
の
う
ち
か
ら
、
到と

  

来 

物 

う
ら
い
も
の
の
酒
粕
を
め
ば
り
し
て
、
台
所
の
片
隅
に
貯
え
て
お
き
、
茄
子
の
出

る
夏
を
楽
し
み
に
待
ち
受
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
こ
ま
か
い
神
経
の
く
ば

り
方
が
、
種
々
雑
多
な
食
物
の
上
に
及
ん
で
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
着
物
や

道
具
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
い
好
み
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
ま
た
そ

う
い
う
好
み
を
実
に
丹
念
に
守
り
通
し
て
い
た
。

　
住
居
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。 

新 
片 
町 

し
ん
か
た
ま
ち
や
飯
倉
片
町
の
家
は
、
借
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家
で
あ
っ
て
、
藤
村
の
好
み
に
よ
っ
た
建
築
で
は
な
い
が
、
し
か
し
あ
あ
い

う
場
所
の
借
家
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
、
十
分
に
藤
村
の
好
み
が
現

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
随
筆
集
の
一
つ
を
『
市
井
に
あ
り
て
』
と
名
づ
け

て
い
る
藤
村
の
気
持
ち
の
う
ち
に
は
、
そ
の
好
み
が
動
い
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
市
井
に
あ
る
庶
民
の
一
人
と
し
て
の
住
居
に
ふ
さ
わ
し
い
、
さ
さ

や
か
な
、
目
だ
た
な
い
、
質
素
な
家
に
住
む
こ
と
を
、
藤
村
は
欲
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
い
う
住
居
の
な
か
に
は
、
市
井
庶
民
の
好
み
に
合
う

よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
凝
っ
た
道
具
が
並
ん
で
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
あ
る
と
き
藤
村
は
、
置
き
物
を
一
つ
か
二
つ
に
限
っ
た
清
楚
な

座
敷
を
な
が
め
て
、
こ
う
き
れ
い
に
片
づ
い
て
い
る
と
、
寒
々
と
し
た
感
じ

が
し
ま
す
ね
、
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
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そ
の
藤
村
が
自
分
の
家
を
建
て
た
い
と
考
え
始
め
た
の
は
、
た
ぶ
ん
長
男

の
楠
雄
さ
ん
の
た
め
に
郷
里
で
家
を
買
っ
た
こ
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
そ
う

い
う
自
分
は
未
だ
に
飯
倉
の
借
家
住
居
で
、
四
畳
半
の
書
斎
で
も
事
は
た
り

る
と
思
い
な
が
ら
自
分
の
子
の
た
め
に
永
住
の
家
を
建
て
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
我
な
が
ら
矛
盾
し
た
行
為
だ
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
、
そ
れ
が
察
せ

ら
れ
る
。
が
、
そ
の
時
に
藤
村
が
考
え
た
の
は
、
た
ぶ
ん
、
さ
さ
や
か
な
質

素
な
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
家
の
た
め
に
藤
村
が
麻あ

布ざぶ
の
ど
こ
か
に
買
い
求
め
た
土
地
は
、
六
十
坪
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
計
画
は
後
に
変
更
さ
れ
、  

麹    
町  

こ
う
じ
ま
ち

の
屋
敷
は
た
し
か
百
坪
ぐ
ら
い
だ

っ
た
と
思
う
が
、
し
か
し
そ
の
後
に
も
、
大
き
い
住
宅
に
対
す
る
嫌
悪
の
感

情
は
続
い
て
い
た
。
あ
る
と
き
藤
村
は
、
相
当
の
富
豪
の
息
子
で
、
文
筆
の
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仕
事
に
携
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
人
の
住
宅
の
噂
う
わ
さを
し
た
こ
と
が
あ
る
。
藤
村

は
そ
の
住
宅
の
大
き
く
立
派
で
あ
る
こ
と
を
話
し
た
あ
と
で
、
あ
の
程
度
の

仕
事
を
し
て
い
な
が
ら
、
あ
ん
な
立
派
な
家
に
住
ん
で
い
て
、
よ
く
恥
ず
か

し
く
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
、
と
言
っ
た
。
そ
れ
は
藤
村
と
し
て
は
珍

し
く
は
っ
き
り
し
た
言
い
方
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
藤
村
の
質

素
な
住
宅
に
対
す
る
執
着
が
、
な
か
な
か
根
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

た
の
で
あ
る
。

　
藤
村
は
着
物
で
も
食
物
で
も
独
特
な
凝
り
方
を
し
て
い
て
、
そ
の
意
味
で

相
当
ぜ
い
た
く
で
あ
っ
た
と
思
う
。
飯
倉
片
町
の
借
家
を
た
だ
外
か
ら
見
た

だ
け
の
人
に
は
、
そ
の
中
で
こ
う
い
う
凝
っ
た
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
こ
と

を
ち
ょ
っ
と
想
像
し
に
く
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
質
素
な
住
宅
が
、
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ま
た
一
つ
の
凝
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
な
い
と
、
藤
村
の
個
性
は
十
分

に
理
解
さ
れ
な
い
。

　
こ
れ
は
衣
食
住
の
末
に
現
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
じ
よ
う
な

態
度
は
、
そ
の
仕
事
の
全
面
を
支
配
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
お
の
れ
の

好
み
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
、
お
の
れ
の
個
性
を
大
事
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

藤
村
の
仕
事
の
筋
金
に
な
っ
て
い
る
。
『
春
』
『
家
』
『
新
生
』
『
夜
明
け

前
』
と
続
い
た
藤
村
の
主
要
作
品
を
押
し
出
し
て
来
た
力
は
、
そ
こ
に
あ
る

と
思
う
。

　
と
こ
ろ
で
右
に
あ
げ
た
よ
う
な
藤
村
の
好
み
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
現
わ

れ
て
い
る
独
自
な
性
格
は
、
そ
れ
が
無
遠
慮
に
発
揮
さ
れ
な
い
で
、
何
と
な
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く
人
の
気
を
兼
ね
る
と
い
う
色
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
昔
の
日
本
人
は
、
他
人
に
見
え
る
着
物
の
表
面
を
質
素
な
も
の
に
し
、
見

え
な
い
裏
に
贅ぜい
を
つ
く
す
、
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
好
ん
だ
。
こ
れ
は
も

と
幕
府
の
奢
侈
し
ゃ
し
禁
止
令
に
対
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、

や
が
て
そ
れ
が
一
つ
の
好
み
に
な
っ
て
く
る
と
、
奢
侈
を
な
し
得
る
能
力
の

あ
る
も
の
で
も
、
そ
れ
を
遠
慮
し
た
形
で
、
他
人
に
見
せ
び
ら
か
さ
な
い
形

で
や
る
こ
と
が
、
奥
ゆ
か
し
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
て
来
た
。
こ
れ
は
欧
米
人

が
、
そ
の
奢
侈
を
あ
り
の
ま
ま
に
露
呈
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
に
比
べ
る
と
、

非
常
に
異
な
っ
た
好
み
で
あ
る
。
世
間
を
は
ば
か
り
、
控
え
目
に
す
る
と
い

う
態
度
そ
の
も
の
が
、
そ
の
好
み
の
核
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

い
う
好
み
は
日
本
で
も
も
う
古
風
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
藤
村
に
は
そ
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れ
が
強
く
働
い
て
い
た
と
思
う
。
金
持
ち
の
息
子
が
立
派
な
住
居
に
住
ん
で

い
る
の
を
批
評
し
て
、
あ
れ
で
よ
く
恥
ず
か
し
く
な
い
も
の
だ
と
言
っ
た
藤

村
の
気
持
ち
に
は
、
そ
れ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
う
い
う
住
居
を
建

て
る
資
力
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
そ
れ
は
彼
自
身
が
自
分

の
仕
事
か
ら
得
た
資
力
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
な
ら
ば
彼
は
世
間
の
手

前
そ
う
い
う
家
に
住
む
の
を
恥
ず
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
藤
村
は
考
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
美
し
い
住
居
そ
の
も
の
が
無
意
義
な
の
で
は
な
い
。
彼
自
身
も
、

「
あ
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
よ
う
に
、
自
分
の
心
の
世
界
と
言
っ
て
も

い
い
よ
う
な
家
を
作
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で
み
る
こ

と
は
、
決
し
て
ぜ
い
た
く
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
生
活
と
い
う
も
の

と
芸
術
と
の
お
も
し
ろ
い
一
致
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
け
れ
ど
も
私
な
ど
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の
境
涯
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
及
び
も
つ
き
ま
せ
ん
ね
」
と
言
っ
て
い
る
。

問
題
は
「
境
涯
」
な
の
で
あ
る
が
、
大
正
の
末
、
五
十
幾
つ
か
に
な
っ
て
い

た
藤
村
は
、
そ
の
数
々
の
名
篇
を
も
っ
て
し
て
も
、
な
お
自
分
の
境
涯
が
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
ど
ん
な
人

が
、
生
活
と
芸
術
と
の
一
致
し
た
家
に
住
ん
で
よ
い
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
が
、
他
の
人
の
気
を
兼
ね
る
と
い
う
傾
向
は
、
右
の
よ
う
な
好
み
に
の
み

基
づ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
。
物
心
が
つ
い
て
以
後
の
藤
村
の
生
い
立
ち
の
苦

労
が
、
こ
の
傾
向
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
『
桜
の
実
の
熟
す

る
時
』
や
『
春
』
な
ど
で
見
る
と
、
藤
村
は
そ
の
少
年
時
代
や
青
年
時
代
を

他
人
の
庇
護
の
も
と
に
送
り
、
そ
の
年
ご
ろ
に
普
通
の
わ
が
ま
ま
を
ほ
と
ん

10藤村の個性



ど
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
お
の
れ
の

生
家
の
い
ろ
い
ろ
な
不
幸
を
も
早
く
か
ら
経
験
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

無
邪
気
な
少
年
の
心
に
、
わ
が
ま
ま
を
抑
え
る
と
か
、
他
人
の
気
を
兼
ね
る

と
か
の
必
要
が
、
冷
厳
な
現
実
と
し
て
の
し
か
か
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
一
人

の
人
の
生
涯
に
と
っ
て
は
非
常
に
大
き
い
事
件
だ
と
言
わ
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
こ
う
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
お
の
れ
を
卒
直
に
露
呈
す
る
と
い
う
道
は
、

早
く
か
ら
藤
村
の
前
に
ふ
さ
が
れ
た
の
で
あ
る
。
内
か
ら
も
り
上
が
っ
て
く

る
青
春
の
情
熱
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
り
の
ま
ま
の
お
の
れ
を
露

呈
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
く
る
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
激
発
が
あ
っ
て
も
、
普

通
の
場
合
な
ら
ば
傷
痕
を
残
さ
ず
に
す
む
よ
う
な
出
来
事
が
、
こ
こ
で
は
冷

厳
な
現
実
の
た
め
に
、
生
涯
癒
え
る
こ
と
の
な
い
大
き
い
傷
あ
と
を
残
す
こ
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と
に
な
る
。
従
っ
て
青
春
の
情
熱
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
は
非
常
な
不
幸
の
原

因
に
な
る
の
で
あ
る
。
『
春
』
は
私
が
一
高
に
い
た
こ
ろ
に
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
最
初
そ
れ
を
読
ん
だ
時
に
は
、
こ
の
作
の
主
人
公
を
苦
し
め

て
い
る
根
本
の
原
因
が
、
よ
く
の
み
込
め
な
か
っ
た
。
私
ば
か
り
で
な
く
、

私
の
仲
間
も
大
抵
そ
う
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
に
は
、
「
少
年
の
時
分
か
ら
他

人
の
中
で
育
っ
た
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
、
一
向
に
わ
か
っ
て
い
な
か
っ

た
。
私
た
ち
は
あ
り
の
ま
ま
を
露
呈
す
る
と
い
う
こ
と
を
少
し
も
は
ば
か
ら

な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
力
を
も
骨
身
に
徹
す
る
ほ
ど

に
は
経
験
し
て
い
な
か
っ
た
。
地
方
の
農
村
で
育
っ
た
私
で
さ
え
そ
う
で
あ

っ
た
か
ら
、
東
京
の
山
の
手
で
育
っ
た
連
中
は
、
一
層
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
に
、
文
芸
で
は
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
描
写
す
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る
と
称
す
る
自
然
主
義
が
は
や
り
始
め
た
し
、
思
想
の
上
で
は
個
人
主
義
が

私
た
ち
を
捕
え
た
。
他
人
の
気
を
兼
ね
る
と
い
う
気
持
ち
は
、
そ
う
い
う
所

へ
押
し
つ
け
ら
れ
る
体
験
を
持
た
な
い
わ
れ
わ
れ
に
は
、
単
に
因
襲
的
な
も

の
と
し
て
、
あ
る
い
は
無
性
格
の
し
る
し
と
し
て
、
排
斥
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
少
年
時
代
か
ら
こ
の
苦
労
を
な
め
て
来
た
藤
村
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
は
、
思
想
的
遊
戯
の
問
題
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
藤
村
自
身
そ

れ
を
は
っ
き
り
と
反
省
の
材
料
と
な
し
得
な
い
ほ
ど
に
、
そ
れ
は
藤
村
の
な

か
に
深
く
し
み
込
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
藤
村
は
、
無
性
格
な
ど
と
い
う
こ

と
と
は
お
よ
そ
縁
遠
い
、
個
性
の
強
い
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
強
い
個
性
に
よ

っ
て
お
の
れ
の
独
自
の
世
界
を
き
り
開
い
て
行
こ
う
と
す
る
努
力
と
、
遠
慮
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深
い
、
他
人
の
気
を
兼
ね
る
習
癖
と
が
、
藤
村
に
お
い
て
は
い
や
応
な
し
に

結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
芥
川
龍
之
介
が
自
殺
し
た
と
き
に
、
藤
村
は
一
文
を
書
い
た
。
そ
れ
を
書

か
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
の
は
、
芥
川
の
『
或
阿
呆
の
一
生
』
の
な
か
に
あ
る

次
の
一
句
で
あ
る
。
「
彼
は
『
新
生
』
の
主
人
公
ほ
ど 

老  

獪 

ろ
う
か
い

な
偽
善
者
に

出
逢
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。
藤
村
は
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
「
私
が
あ

の
『
新
生
』
で
書
こ
う
と
し
た
こ
と
も
、
そ
の
自
分
の
意
図
も
、
お
そ
ら
く

芥
川
君
に
は
読
ん
で
も
ら
え
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
嘆
い
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
私
も
ま
た
、
『
新
生
』
が
出
始
め
た
時
分
に
、
主
人
公
が
女
主

人
公
の
妊
娠
を
知
っ
て
急
に
苦
し
み
始
め
る
個
所
を
読
ん
で
、
そ
れ
か
ら
先

を
読
み
続
け
る
の
を
や
め
た
一
人
で
あ
る
。
世﹅
間﹅
に﹅
知﹅
れ﹅
る﹅
と
い
う
怖
れ
が

14藤村の個性



主
人
公
の
苦
し
み
の
原
因
で
あ
っ
て
、
初
め
に
女
主
人
公
と
関
係
し
た
こ
と

は
何
の
苦
し
み
を
も
ひ
き
起
こ
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
は
そ
の
後
ゆ
っ
く
り
こ
の
作
を
読
み
返
し
て
み
て
も
、
や
は
り
そ
う

だ
と
思
っ
た
。
最
初
関
係
す
る
と
こ
ろ
は
非
常
に
注
意
深
く
伏
せ
て
あ
っ
た
。

従
っ
て
こ
の
作
の
主
人
公
は
、
世
間
の
思
わ
く
の
前
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で

あ
っ
て
、
お
の
れ
の
良
心
の
前
に
苦
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
も
し
『
菊

と
刀
』
の
著
者
が
こ
の
作
を
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
個
所
を
有

名
な
証
拠
と
し
て
引
用
し
た
で
あ
ろ
う
。

　
が
、
そ
こ
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
久
し
い
間
気
づ

か
な
か
っ
た
。
世
間
の
思
わ
く
の
前
に
苦
し
む
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
良
心

の
前
に
苦
し
む
の
で
な
い
、
と
言
わ
れ
得
る
ほ
ど
、
他
人
の
気
を
兼
ね
る
習
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癖
が
、
作
者
藤
村
の
個
性
に
こ
び
り
つ
い
て
い
れ
ば
こ
そ
、
藤
村
は
『
新
生
』

の
た
め
に
悪
戦
苦
闘
し
た
の
で
あ
る
。
少
年
時
代
以
来
の
藤
村
の
苦
労
を
、

作
品
を
通
じ
て
通
観
し
得
た
と
き
に
、
私
に
は
や
っ
と
こ
の
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
こ
の
苦
労
が
次
の
苦
労
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
の
お
の
れ

を
卒
直
に
投
げ
出
す
よ
う
な
気
持
ち
に
な
れ
る
た
め
に
、
作
者
も
主
人
公
も

あ
の
よ
う
な
苦
労
を
積
み
重
ね
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
『
新
生
』
を
書
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
藤
村
が
あ
の
習
癖
を
完
全
に

脱
却
し
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
『
新
生
』
は
藤
村
が
あ
の
習
癖
を
自﹅
覚﹅
し﹅

た﹅
と
い
う
こ
と
の
証
拠
な
の
で
あ
っ
て
、
脱
却
の
運
動
は
そ
こ
に
始
ま
っ
た

ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
少
年
の
こ
ろ
か
ら
深
く
植
え
つ
け
ら
れ
た
習
癖
が
、
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そ
う
簡
単
に
抜
き
去
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
藤
村
の
文
体
の
特
徴
も
、
お
そ
ら
く
こ
こ
に
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
あ

り
の
ま
ま
を
卒
直
に
言
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
あ
り
の
ま
ま

を
表
現
し
得
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
し
て
、
一
つ
の
性
格
的
な
態
度
で
あ

る
。
そ
の
態
度
の
も
と
に
、
素
直
な
卒
直
な
表﹅
現﹅
の﹅
仕﹅
方﹅
を
作
り
出
し
て
行

く
た
め
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
苦
心
を
し
な
く
て
は
な
る
ま
い
が
、
し
か
し
そ

の
態
度
そ
の
も
の
は
、
割
合
に
早
く
固
定
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
る
に
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
、
他
人
の
感
情
を
害
す
ま
い
、
他
人
の
誤
解
を

受
け
ま
い
と
い
う
ふ
う
な
用
心
に
よ
っ
て
、
卒
直
な
感
情
の
表
出
を
統
制
す

る
よ
う
に
訓
練
さ
れ
て
来
た
と
な
る
と
、
右
の
よ
う
な
態
度
そ
の
も
の
が
、

何
と
な
く
浅
は
か
な
よ
う
な
、
奥
ゆ
か
し
さ
を
欠
い
た
も
の
と
し
て
感
ぜ
ら
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れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
卒
直
な
物
言
い
の
人
の
知
ら
な
い

よ
う
な
、
細
か
い
セ
ン
ス
が
働
く
で
あ
ろ
う
。
私
は
そ
う
い
う
セ
ン
ス
が
藤

村
の
文
体
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、

藤
村
の
し
ば
し
ば
使
っ
て
い
る
「
…
…
と
言
っ
て
見
せ
た
」
と
い
う
言
い
回

し
で
あ
る
。
前
後
の
連
関
か
ら
見
て
、
他
の
作
者
な
ら
単
純
に
「
…
…
と
言

っ
た
」
と
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
藤
村
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
言
い
方
を
使
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
言
っ
て
み
せ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、

「
言
う
」
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。
し
て
み
せ
る
と
か
、
着
て
み

せ
る
と
か
と
同
じ
よ
う
に
、
言
っ
て
み
せ
る
の
も
ま
た
「
試
み
に
言
う
」
の

で
あ
っ
て
、
取
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
実
践
的
な
人
格
の
発
動
と
し
て
の

「
言
う
」
行
為
な
の
で
は
な
い
。
人
が
笑
い
な
が
ら
「
殺
す
ぞ
、
と
言
っ
て
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み
せ
た
」
と
し
て
も
、
相
手
は
殺
意
な
ど
を
感
じ
は
し
な
い
。
し
か
る
に
藤

村
は
、
作
中
の
人
物
が
ま
じ
め
に
相
手
に
対
し
て
言
葉
に
よ
っ
て
働
き
か
け

て
い
る
場
合
に
も
、
「
と
言
っ
て
見
せ
た
」
と
い
う
描
写
を
や
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
同
情
な
し
に
見
る
人
は
、
こ
こ
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
と
か
、
特

殊
な
癖
と
か
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
藤
村
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
い
う
言

い
回
し
を
す
る
に
は
、
何
か
そ
う
言
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ

と
考
え
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
物
が
こ
の
場
合
、
言
葉
に
現

わ
し
き
れ
な
い
、
ど
う
い
っ
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
気
持
ち
を
抱
き
な
が
ら
、

何
と
か
い
わ
ず
に
い
ら
れ
な
く
て
、
試
み
に
こ
う
で
も
言
い
現
わ
し
た
ら
ど

う
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
態
度
で
、
そ
う
言
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
う
気
持
ち
が
、
「
…
…
と
言
っ
て
見
せ
た
」
と
い
う
言
い
回
し
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で
十
分
現
わ
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
別
問
題
で
あ
る
。
が
、
と
に
か
く

そ
う
い
う
セ
ン
ス
が
働
い
て
あ
の
文
体
が
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
認

め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

　
藤
村
自
身
も
『
言
葉
の
術
』
の
な
か
で
言
っ
て
い
る
。
「
言
葉
と
い
う
も

の
に
重
き
を
置
け
ば
置
く
ほ
ど
、
私
は
言
葉
の
力
な
さ
、
不
自
由
さ
を
感
ず

る
。
自
分
等
の
思
う
こ
と
が
い
く
ら
も
言
葉
で
書
き
あ
ら
わ
せ
る
も
の
で
な

い
と
感
ず
る
。
そ
こ
で
私
に
は
、
物﹅
が﹅
言﹅
い﹅
切﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
」
。
岩 

野 

泡 

鳴 

い
わ
の
ほ
う
め
い

の

よ
う
に
、
あ
け
放
し
に
物
の
言
え
る
人
か
ら
見
る
と
、
藤
村
の
書
い
た
も
の

は
思
わ
せ
ぶ
り
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
物
の
言
い
切
れ
な
い
藤
村

か
ら
見
る
と
、
泡
鳴
の
よ
う
に
物
を
言
い
切
っ
て
し
ま
う
人
は
、
話
せ
な
い

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
藤
村
は
、
自
分
の
文
体
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が
物﹅
の﹅
言﹅
い﹅
切﹅
れ﹅
な﹅
い﹅
文﹅
体﹅
、
「
…
…
と
言
っ
て
見
せ
る
」
文
体
で
あ
る
こ

と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幼
少
の
こ
ろ
か
ら
他
人
の
気
を
兼
ね
て
育
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ

ど
ま
で
に
深
く
藤
村
の
な
か
に
食
い
入
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
が
、
こ
の
幼
少
以
来
の
苦
労
の
お
か
げ
で
、
藤
村
の
描
い
た
世
界
の
な
か

に
は
、
一
つ
の
非
常
に
は
っ
き
り
と
し
た
特
徴
が
結
晶
し
て
い
る
。

　
私
は
『
夜
明
け
前
』
を
読
ん
だ
時
に
そ
れ
を
痛
切
に
感
じ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
作
に
は
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
人
物
が
現
わ
れ
て
く
る
が
、
作
者
は
ど
の

人
物
を
も
同
情
を
も
っ
て
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
所
を
得
さ
せ
る
よ
う
に

努
め
て
い
る
。
従
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
い
や
な
事
件
が
起
こ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、

い
や
な
人
物
は
一
人
も
出
て
来
な
い
。
作
の
世
界
全
体
に
叙
情
詩
的
な
気
分
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が
行
き
わ
た
り
、
不
幸
や
苦
し
み
の
な
か
に
も
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
暖
か
み
が

感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
全
く
独
特
な
光
景
だ
と
私
は
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
特
徴
は
す
で
に
『
春
』
や
『
家
』
や
『
新

生
』
な
ど
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
作
者
は
ど
の
人
物
を
も
責
め
る
態
度
で
描

く
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
ち
ょ
う
ど
「
物
が
言
い
切
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て

い
る
と
同
様
に
、
人
物
を
も
一
つ
の
性
格
に
片
づ
け
切
れ
な
い
と
い
う
趣
が

見
え
る
。
苦
労
し
た
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
人
生
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
遠
く
か
ら
見
て
、
不
埒
ふ
ら
ち
な
、
怪け
し
か
ら
ぬ
人
物
に
見
え

て
い
て
も
、
そ
の
人
の
立
場
に
立
て
ば
、
そ
う
で
な
い
い
ろ
い
ろ
な
点
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
思
い
や
り
、
そ
う
い
う
人

の
気
を
も
兼
ね
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
作
中
の
人
物
を
く
っ
き
り
と
浮
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き
彫
り
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
ら
わ
な
特
徴
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
ち

ょ
っ
と
や
り
に
く
く
な
る
。
ど
の
人
物
の
言
行
に
も
、
は
っ
き
り
と
片
づ
い

た
動
機
づ
け
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
作
の
世
界
全
体
に
叙
情
的

な
色
調
を
与
え
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
私
は
こ
の
態
度
が
作
者
と
し
て
取
る
べ
き
唯
一
の
道
だ
と
は
思
っ
て
い
な

い
。
あ
り
の
ま
ま
を
卒
直
に
言
お
う
と
す
る
態
度
の
人
、
物
を
言
い
切
る
人
、

人
の
気
を
兼
ね
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
人
で
も
、
そ
の
態
度
に
よ
っ
て
ひ

き
起
こ
す
い
ろ
い
ろ
な
苦
労
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ

の
苦
労
に
よ
っ
て
得
た
体
験
を
書
き
現
わ
そ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
態

度
に
つ
き
ま
と
う
独
特
な
困
難
、
す
な
わ
ち
主
観
的
見
方
の
な
か
に
落
ち
込

ん
で
し
ま
う
と
い
う
困
難
を
切
り
ぬ
け
る
た
め
に
、
特
に
烈はげ
し
い
苦
心
を
し
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な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
切
り
ぬ
け
て
出
た
作
者
は
、

そ
の
卒
直
な
態
度
の
ゆ
え
に
、
ま
た
物
を
言
い
切
る
明
快
さ
の
ゆ
え
に
、
物

の
形
の
く
っ
き
り
と
し
た
、  

明    

澄  

め
い
ち
ょ
う

な
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
作
の
中
に
は
、
非
常
に
よ
い
人
物
と
、
非
常
に
い
や

な
人
物
と
が
、
並
ん
で
現
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
作
者
は
作
中
の
人
物
を

平
等
に
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
一
を
愛
し
他
を
憎
む
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い

う
愛
憎
の
卒
直
な
表
現
か
ら
で
も
、
我
々
は
優
れ
た
作
品
を
期
待
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
し
か
し
藤
村
の
個
性
は
そ
う
で
な
い
態
度
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
藤
村
の
作
品
か
ら
そ
の
個
性
に
な
い
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
の
は
、

見
当
違
い
だ
と
思
う
。
藤
村
の
作
品
か
ら
は
我
々
は
苦
労
人
の
目
か
ら
見
た
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し
み
じ
み
と
し
た
人
生
の
味
を
味
わ
い
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
藤
村
が

全
力
を
集
注
し
て
書
い
た
数
篇
の
長
篇
は
、
く
り
返
し
て
読
む
に
価
す
る
滋

味
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
く
り
返
し
て
読
ま
せ
る
だ
け
の
力
を
持
っ

た
作
品
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
六
年
二
月
）
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