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坂
日
安
五
口

「
白
痴
」

「
白
痴
」
は
昭
和
二
十
一
年
六
月
一
日
発
行
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ

た
。
「
白
痴
」
は
、
「
堕
落
論
」
（
「
新
潮
」
昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日
発

行
）
の
作
品
化
で
あ
り
坂
口
安
吾
の
戦
後
作
品
の
源
流
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
通
説
で
あ
る
。
「
白
痴
」
解
釈
に
お
い
て
は
、
登
場
人
物
で
あ
る
伊

沢
1
1

作
者
（
坂
口
安
吾
）
と
い
う
図
式
の
枠
組
み
の
な
か
で
、
「
堕
落
論
」

と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
は
、
伊
沢
の
設
定

や
言
動
が
作
者
で
あ
る
安
吾
と
重
ね
合
わ
せ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
伊
沢
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
作

(
1
)
 

者
自
身
の
思
想
を
論
じ
る
と
い
う
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と

し
て
、
「
白
痴
」
と
い
う
題
名
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
白
痴
〉
と
い
う
女
の

存
在
は
伊
沢
と
比
較
す
る
と
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

(
2
)
 

る。
本
稿
は
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
中
心
的
に
論
じ
る

こ
と
か
ら
、
「
白
痴
」
と
い
う
作
品
を
解
釈
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

そ
の
際
、
伊
沢
と
比
較
し
て
軽
視
さ
れ
て
き
た
〈
白
痴
〉
の
存
在
に
着
目

論

細

野

律

し
て
作
品
を
分
析
す
る
ご
と
を
通
じ
て
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
の
女
と
の
関

係
が
如
何
に
大
き
く
変
質
し
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
関
係

の
変
質
の
過
程
に
お
い
て
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
と
い
う
女
の
存
在
に
よ
っ

て
自
己
認
識
の
変
更
を
迫
ら
れ
、
さ
ら
に
、
外
的
世
界
と
の
関
わ
り
方
を

も
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
伊
沢
が
内
部
に
抱
え
込
ん
で
い
た
欺
脳
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く

筈
で
あ
る
。
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伊
沢
と

2

白
痴
〉
と
の
関
係
は
、
〈
白
痴
〉
が
伊
沢
の
も
と
に
逃
げ
込

ん
で
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
急
速
に
深
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
そ
の
関
係
の
あ
り
よ
う
は
、
そ
れ
ま
で
伊
沢
が
置
か
れ
て
き
た
状
況

を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
よ
り
精
確
に
い
え
ば
、
伊
沢
が
自
分
を
と

り
ま
く
外
的
状
況
を
如
何
に
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
問
題
を
抜
き
に
し

て
は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
伊
沢
は
自
己
を
取
り
巻
く
外
的

世
界
と
は
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
常
に
孤
独
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ



な
か
っ
た
。
日
増
し
に
戦
時
色
が
混
く
な
っ
て
い
く
な
か
で
、
戦
時
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
抵
抗
な
く
便
乗
し
て
い
く
職
場
の
人
間
達
の
間
で
、
伊
沢
は

孤
立
感
を
深
め
て
い
く
。
伊
沢
の
抱
え
込
ん
で
い
る
そ
の
よ
う
な
状
況
と
、

彼
と
〈
白
痴
〉
と
の
関
係
の
あ
り
方
は
切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
伊
沢
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の

よ
う
に
自
己
の
立
場
を
認
識
し
て
い
た
の
か
を
ま
ず
分
析
し
て
お
き
た
い
。

「
新
聞
記
者
」
を
経
て
、
現
在
「
文
化
映
画
の
演
出
家
」
の
仕
事
を
し

て
い
る
伊
沢
は
、
こ
と
ご
と
く
周
囲
と
衝
突
す
る
。
伊
沢
の
周
囲
へ
の
批

判
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

演
出
家
ど
も
は
演
出
家
ど
も
で
、
企
画
部
員
は
企
画
部
員
で
、
徒
党

を
組
み
、
徳
川
時
代
の
長
脇
差
と
同
じ
よ
う
な
情
誼
の
世
界
を
つ
く

り
だ
し
義
理
人
情
で
オ
能
を
処
理
し
て
、
会
社
員
よ
り
も
会
社
員
的

な
順
番
制
度
を
つ
く
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
各
自
の
凡
庸
さ
を

擁
護
し
、
芸
術
の
個
性
と
天
オ
に
よ
る
争
覇
を
罪
悪
視
し
組
合
違
反

と
心
得
て
、
相
互
扶
助
の
精
神
に
よ
る
才
能
の
貧
困
の
救
済
組
織
を

完
備
し
て
い
た
。J

内
に
あ
っ
て
は
才
能
の
貧
困
の
救
済
組
織
で
あ
る

け
れ
ど
も
外
に
出
で
て
は
ア
ル
コ
ー
ル
の
獲
得
組
織
で
、
こ
の
徒
党

は
国
民
酒
場
を
占
領
し
一
二
四
本
ず
つ
ビ
ー
ル
を
飲
み
酔
っ
払
っ
て
芸

術
を
論
じ
て
い
る
。
彼
等
の
帽
子
や
長
髪
や
ネ
ク
タ
イ
や
上
着
は
芸

術
家
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
の
魂
や
根
性
は
会
社
員
よ
り
も
会
社
員
的

で
あ
っ
た
。
伊
沢
は
芸
術
の
独
創
を
信
じ
、
個
性
の
独
自
性
を
諦
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
義
理
人
情
の
制
度
の
中
で
安
息
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
凡
庸
さ
と
低
俗
卑
劣
な
魂
を
憎
ま

ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
徒
党
の
除
け
者
と
な
り
、
挨
拶
し
て

も
返
事
も
さ
れ
ず
、
中
に
は
院
む
者
も
あ
る
。

伊
沢
は
、
周
囲
の
安
直
な
戦
争
表
現
や
言
動
の
う
ち
に
、
戦
時
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
ヘ
の
便
乗
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
根
本
的
な
精
神
的
腐
敗
が
存
在
す

る
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
検
閲
を
理
由
に
自
ら
の
芸
術
性
の
貧
困

を
隠
蔽
し
、
相
互
扶
助
の
美
名
の
も
と
に
集
団
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
均
質
化
し
た
人
問
関
係
の
中
に
安
住
し
よ
う
と
い
う
弛
緩
し
た
精
神

が
存
在
す
る
、
と
決
め
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
沢
は
そ
れ
を
個
人
性

の
確
立
が
未
だ
達
成
さ
れ
て
い
な
い
「
徳
川
時
代
の
長
脇
差
と
同
じ
よ
う

な
情
宜
の
世
界
」
に
生
き
る
人
間
の
特
質
と
み
な
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

伊
沢
は
、
単
に
戦
争
の
み
な
ら
ず
、
戦
争
に
よ
っ
て
窮
呈
し
た
日
本
人
の

個
人
主
義
の
未
確
立
こ
そ
を
憎
ん
で
い
る
の
で
あ
る

こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
、
彼
が
戦
争
体
制
の

み
を
嫌
悪
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
孤
独
感
を
抱
い
た
り
は

し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
罪
に
な
っ
た
周
囲
の
人
問
達
の
本
質
に
絶

望
し
た
か
ら
こ
そ
「
ひ
と
思
い
に
兵
隊
に
と
ら
れ
、
考
え
る
苦
し
さ
か
ら

救
わ
れ
る
な
ら
、
弾
丸
も
飢
餓
も
む
し
ろ
太
平
楽
の
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ

る
時
が
あ
る
」
ほ
ど
に
、
無
力
感
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
伊
沢

は
戦
時
体
制
に
帰
属
で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
、
周
囲
の
人
間
と
も
有
機
的

関
係
を
何
ら
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る

C

彼
は
、
均
質
化
し
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
集
団
の
中
で
そ
れ
と
同
化
し
え
な
い
ま
ま
、
違
和
感
を
感

じ
続
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
り
こ
の
よ
う
な
外
的
状
況
に
対
す
る
認
識
が

生
ま
れ
た
原
因
は
、
伊
沢
の
芸
術
家
意
識
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
の
意

識
の
な
か
に
あ
る
の
は
、
周
囲
と
は
異
な
る
特
権
的
な
芸
術
家
と
し
て
の

自
己
で
あ
る
リ
伊
沢
は
、
「
低
俗
卑
劣
な
魂
」
を
有
す
る
周
囲
の
人
問
た
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ち
と
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
を
対
立
的
に
認
識
し
、
芸
術
家
と
し
て
の
優

越
感
を
周
囲
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
芸
術
家
と
し
て
の
自
己

意
識
が
、
彼
が
周
囲
を
理
解
す
る
際
の
認
識
の
甚
盤
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
伊
沢
と
周
囲
と
の
衝
突
は
、
表
面
的
に
は
、
戦
争
体
制

へ
の
帰
属
の
問
題
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の

は
芸
術
家
と
非
芸
術
家
と
い
う
伊
沢
の
認
識
の
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
伊
沢
の
状
態
と
、
〈
白
痴
〉
に
対
す
る
評
価
と
は
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
。
当
初
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
や
そ
の
夫
で
あ
る
〈
気
違
い
〉

を
肯
定
的
に
評
価
し
、
共
感
す
ら
抱
い
て
い
た

3

世
問
並
み
の
価
値
甚
準

で
は
計
れ
な
い
場
末
の
人
々
の
な
か
で
も
「
最
大
の
人
物
」
と
さ
れ
る

公
気
違
い
〉
の
奇
行
の
描
写
の
後
、
次
の
よ
う
に
そ
の
行
動
は
説
明
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
気
違
い
と
常
人
と
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
，
違
っ

て
い
る
と
い
え
ば
、
気
違
い
の
方
が
常
人
よ
り
も
本
質
的
に
慎
み
深

い
ぐ
ら
い
の
も
の
で
、
気
違
い
は
笑
い
た
い
時
に
ゲ
タ
ゲ
タ
笑
い
、

演
説
し
た
い
時
に
演
説
を
や
り
、
家
鴨
に
石
を
ぶ
つ
け
た
り
、
―
一
時

間
ぐ
ら
い
豚
の
顔
や
尻
を
突
つ
い
て
い
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
彼
等

は
本
質
的
に
は
る
か
に
人
目
を
怖
れ
て
お
り
、
私
生
活
の
主
要
な
部

分
は
特
別
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
他
人
か
ら
絶
縁
し
よ
う
と
商
心
し

て
い
る
。
門
か
ら
グ
ル
リ
と
一
廻
り
し
て
玄
関
を
つ
け
た
の
も
そ
の

た
め
で
あ
り
、
彼
等
の
私
生
活
は
概
し
て
物
音
が
す
く
な
く
、
他
に

対
し
て
無
用
な
る
饒
舌
に
乏
し
く
、
思
索
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
条
り
に
は
、
〈
常
人
〉
で
は
な
く
〈
気
違
い
〉
に
対
し
て
の
伊
沢

の
共
感
が
溢
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
他
の
場
末
の
人
々
や
職
場
の
人
問
た

ち
へ
の
評
価
と
は
反
対
に
、
〈
気
違
い
〉
の
「
慎
み
深
」
さ
や
「
思
索
的
」

な
と
こ
ろ
、
他
人
へ
の
遠
慮
と
い
っ
た
特
質
が
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
〈
気
違
い
〉
と
〈
常
人
〉
と
を
比
較
し
て
、
〈
気
違
い
〉
の
方

が
よ
り
人
問
的
で
優
れ
て
い
る
と
い
う
伊
沢
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
こ
の
〈
常
人
〉
よ
り
〈
気
違
い
〉
の
方
に
価
値
を
置
く
考
え

方
の
根
底
に
は
、
伊
沢
の
周
囲
の
〈
常
人
〉
達
へ
の
反
発
が
存
在
す
る
の

だ
。
つ
ま
り
、
伊
沢
が
真
に
人
問
的
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
個
性
の
充
実

と
い
う
も
の
を
無
視
す
る
世
間
の
〈
常
人
〉
達
へ
の
反
発
が
、
〈
常
人
〉

と
は
対
極
に
あ
る
〈
気
違
い
〉
の
な
か
に
、
逆
に
真
の
人
問
性
を
発
見
さ

せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
〈
常
人
〉
が
正
常
で
あ
り
、
〈
気
違
い
〉
が

異
常
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
を
逆
転
さ
せ
、
〈
常
人
〉
こ
そ
が
人
問
の

本
質
に
照
ら
せ
ば
異
常
な
の
で
あ
り
、
〈
気
違
い
〉
こ
そ
が
正
常
で
あ
る
、

と
い
う
認
識
を
伊
沢
は
抱
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
現
状
に
否

定
的
で
あ
る
場
合
、
社
会
的
負
性
を
帯
び
た
非
日
常
的
存
在
に
こ
そ
、
積

極
的
な
肯
定
を
与
え
る
と
い
う
図
式
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
認
識
方
法
を

支
え
て
い
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
伊
沢
の
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
認
識
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
凡
庸
な
」
世
問
の
人
間
達
／
芸
術
家
で
あ
る
自
己
、

と
い
う
対
立
的
な
認
識
方
法
を
、
〈
常
人
〉
／
〈
気
違
い
〉
、
正
常
／
異
常
と

い
う
図
式
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
の
二
項
対
立
的
な
世
界
観
か
ら
伊
沢
は
す

べ
て
を
判
断
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
、
芸
術
家
と

し
て
の
自
己
や
〈
気
違
い
〉
や
異
常
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
、
真
に
価
値

の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
二
項
対
立
的
な
認
識
方
法
の
構
図
の
中
に
、
〈
白
痴
〉
も
存
在
さ

せ
ら
れ
て
い
る
。
伊
沢
は
〈
常
人
〉
と
は
異
質
な
〈
白
痴
〉
に
真
の
人
問

-31-



性
を
見
出
す
こ
と
で
、
同
じ
く
〈
常
人
〉
と
は
異
質
で
あ
る
自
分
と
の
共

通
性
を
感
じ
、
共
感
を
抱
く
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
〈
白
痴
V

は
伊
沢
の

側
に
分
類
さ
れ
る
人
問
と
し
て
、
伊
沢
に
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
あ
る
晩
、
〈
白
痴
V

が
伊
沢
の
も
と
に
逃
げ
込
ん
で
き
た
と
き
、

伊
沢
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

ま
ま
よ
、
伊
沢
の
心
に
は
奇
妙
な
勇
気
が
湧
い
て
き
た
。
そ
の
実
体

は
生
活
上
の
感
情
喪
失
に
対
す
る
好
奇
心
と
剌
戟
と
の
魅
力
に
惹
か

れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ど
う
に
で
も
な
る
が
い
い
、
と
も

か
く
こ
の
現
実
を
―
つ
の
試
練
と
見
る
こ
と
が
俺
の
生
き
方
に
必
要

な
だ
け
だ
。
白
痴
の
女
の
一
夜
を
保
護
す
る
と
い
う
眼
前
の
義
務
以

外
に
何
を
考
え
何
を
怖
れ
る
必
要
も
な
い
の
だ
と
自
分
自
身
に
言
い

き
か
し
た
。
彼
は
こ
の
唐
突
千
万
な
出
来
事
に
変
に
感
動
し
て
い
る

こ
と
を
羞
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
だ
と
自
分
自
身
に
言
い
き
か
せ

て
い
た
。

周
囲
か
ら
の
孤
絶
に
よ
っ
て
「
感
情
喪
失
」
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
伊

沢
は
、
〈
白
痴
〉
の
保
護
に
―
つ
の
や
り
甲
斐
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
他

人
と
有
機
的
関
係
を
築
け
な
い
で
い
た
伊
沢
が
、
他
人
と
新
た
な
関
係
を

結
ぶ
こ
と
へ
の
期
待
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
「
唐
突
千
万
」

な
＾
白
痴
V

の
出
現
に
「
感
動
」
す
る
ほ
ど
、
深
刻
な
「
感
情
喪
失
」
の

状
態
に
伊
沢
は
追
い
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意

し
て
お
き
た
い
の
は
伊
沢
の
前
に
現
れ
る
の
は
誰
で
も
よ
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
誰
で
も
な
い
〈
白
痴
〉
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
伊
沢
は
拒
絶
し
な
か
っ
た
の
だ
。
〈
白
痴
V

は
、
社
会
的
負
性

を
与
え
ら
れ
た
自
分
と
同
類
の
人
間
で
あ
る
、
と
伊
沢
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
を
拒
絶
し
な
い
の
み
か
、

保
護
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
た
の
だ
。

〈
白
痴
〉
が
不
審
な
行
動
を
と
っ
た
と
き
も
、
伊
沢
は
激
怒
し
つ
つ
も
、

後
に
そ
の
理
由
を
知
る
と
、
か
え
っ
て
〈
白
痴
〉
の
「
心
の
素
直
さ
」
に

魅
力
を
覚
え
る
。
「
俺
に
も
こ
の
白
痴
の
よ
う
な
心
、
幼
い
、
そ
し
て
素

直
な
心
が
何
よ
り
必
要
だ
っ
た
の
だ
」
と
、
自
己
の
あ
る
べ
き
姿
ま
で
を

み
て
と
る
の
で
あ
る
。
〈
白
痴
〉
は
、
伊
沢
の
共
感
の
対
象
で
あ
る
ば
か

り
で
な
い
。
理
想
の
姿
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
〈
白
痴
〉
の
理
性
を
超

え
た
行
為
や
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
自
由
さ
は
、
「
幼
い

子
供
」
の
よ
う
な
無
心
さ
の
表
れ
と
理
解
さ
れ
、
純
粋
無
垢
な
も
の
と
し

て
意
味
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
〈
白
痴
〉
の
言
動
は
、
決
し
て
否
定
的
な
評

価
を
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
理
性
の
感
じ
ら
れ

な
い
非
常
識
な
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
嫌
悪
の
対
象
に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
理
性
を
超
越
し
た
行
為
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
汚
れ

を
知
ら
ぬ
純
粋
な
存
在
と
し
て
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
の
だ
。

〈
白
痴
〉
は
、
芸
術
家
・
〈
気
違
い
〉
•
異
常
と
さ
れ
る
も
の
の
範
疇
の
中

で
も
、
と
り
わ
け
価
値
の
あ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
接
的
に
伊
沢
が
〈
白
痴
〉
を
一
個
の
人
間

と
し
て
認
め
、
尊
重
し
て
い
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
に
共
感
し
、
純
粋
無
垢
な
存
在
と
し
て
高
い
評
価

を
与
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
結
局
は
伊
沢
自
身
を
肯
定
す
る
こ
と
で
あ

り
、
さ
ら
に
、
自
己
を
支
え
る
拠
り
所
を
〈
白
痴
〉
に
求
め
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
伊
沢
は
外
的
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
を
〈
白

痴
〉
に
投
影
し
、
さ
ら
に
〈
白
痴
〉
を
よ
り
純
化
す
る
こ
と
で
、
自
己
肯
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定
の
拠
り
所
を
え
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る

3

伊
沢
は
自
己
の
絶
望
か
ら
、
〈
白
痴
〉
の
立
場
を
想
像
し
理
解
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
共
感
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
伊
沢
の
〈
白
痴
〉
理

解
と
は
、
自
己
中
心
的
な
思
い
込
み
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
特
権

的
な
芸
術
家
と
し
て
の
観
点
か
ら
外
的
世
界
を
判
断
し
て
い
く
が
、
そ
の

恣
意
的
な
二
項
対
立
的
な
価
値
観
の
中
に
〈
白
痴
〉
を
押
し
込
め
る
こ
と

よ
っ
て
、
そ
の
価
値
観
を
補
強
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
伊
沢
に
と
っ
て
〈
白
痴
〉
と
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
世

問
と
い
う
外
的
世
界
と
の
対
立
図
式
に
よ
っ
て
の
み
慈
味
を
有
す
る
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
伊
沢
が
自
己
の
内
部
に
抱
え
込
ん

で
き
た
問
題
に
と
っ
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
な
の
だ
。
端
的
に
言

え
ば
、
伊
沢
の
芸
術
家
意
識
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
し
た
ま
ま
で
性
的
欲

望
を
満
足
さ
せ
る
と
い
う
即
物
的
な
意
味
で
あ
る

3

伊
沢
は
「
女
が
欲
し

か
っ
た
」
が
、
家
庭
生
活
が
必
然
的
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
家

と
し
て
や
っ
て
い
け
な
く
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
自
重
し
て
い
た
。
彼
に
と
っ

て
家
庭
と
芸
術
と
は
相
矛
盾
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
白

痴
〉
は
「
米
を
炊
く
こ
と
も
味
噌
汁
を
つ
く
る
こ
と
も
知
ら
な
い
」
か
ら
、

卑
小
な
家
庭
生
活
を
営
む
怖
れ
は
な
い
。
伊
沢
に
と
っ
て
へ
白
痴
〉
と
は
、

女
を
手
に
入
れ
る
こ
と
と
、
家
庭
生
活
を
拒
否
す
る
こ
と
を
同
時
に
成
功

さ
せ
る
と
い
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
伊
沢
は
、
自
己
の
内
面
を
追
求
す
る

と
い
う
理
想
的
な
芸
術
家
生
活
と
矛
盾
し
な
い
形
で
女
も
獲
得
す
る
こ
と

を
、
〈
白
痴
＞
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
に
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
〈
白
痴
〉

は
、
芸
術
家
と
し
て
の
伊
沢
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
と
も
い
え
る
も
の

な
の
だ
。

(
3
)
 

室
井
尚
氏
は
、
『
文
学
理
論
の
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
』
に
お
い
て
、
自
分
の

理
想
（
芸
術
）
と
現
実
社
会
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
引
き
裂
か
れ
絶
望
と
倦
怠

の
中
に
い
る
伊
沢
は
、
そ
の
二
甫
拘
束
を
破
る
た
め
に
大
空
襲
を
待
つ
の

だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
沢
の
こ
の
二
重
拘
束
か
ら
の
脱
出
の
途
は
、

〈
白
痴
〉
に
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
伊
沢
は
周
囲
と

対
立
し
、
か
つ
、
卑
小
な
生
活
を
嫌
悪
し
つ
つ
も
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
と
い
う
状
態
を
、
空
襲
に
よ
る
破
壊
に
よ
っ
て
打
破
し
よ
う
と
し
て
い

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
伊
沢
は
喜
々
と
し
て
空
襲
を
待
つ
。
し
か
し
、
伊
沢

は
、
〈
白
痴
〉
の
登
場
に
よ
っ
て
、
よ
り
穏
や
か
な
形
で
そ
の
二
重
拘
束

を
昇
華
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。
伊
沢
が
外
的
か
つ
内
的
に
抱
え
込
ん
で
い

た
問
題
を
す
べ
て
〈
白
痴
〉
と
い
う
存
在
は
解
決
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ

る。
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以
上
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
〈
白
痴
〉
は
伊
沢
に
と
っ
て
、
次
の
三

つ
の
点
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
―
つ
は
、
外
的
世
界

か
ら
疎
外
さ
れ
た
自
己
を
肯
定
し
支
え
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
。
ま
た
ニ

つ
目
と
し
て
、
自
ら
の
性
的
欲
望
の
対
象
と
し
て
。
最
後
に
、
卑
小
な
生

活
を
拒
否
し
つ
つ
芸
術
家
と
し
て
の
意
識
を
保
持
さ
せ
て
く
れ
る
存
在
と

し
て
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
〈
白
痴
〉
は
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
戦
時
下
に

お
け
る
芸
術
家
と
し
て
の
伊
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
役
割

を
も
た
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
〈
白
痴
〉
は
伊
沢
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

維
持
装
置
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、

伊
沢
に
と
っ
て
〈
白
痴
〉
と
い
う
存
在
は
《
白
痴
》
と
い
う
特
質
を
も
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
理

性
的
で
は
な
い
こ
と
や
生
活
能
力
が
不
十
分
で
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ



ン
が
不
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
伊
沢
を
肯
定
す

る
た
め
に
は
必
要
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
不
自
由
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
な
ぜ
な
ら
、
伊
沢
の
芸
術

家
意
識
を
基
盤
と
す
る
二
項
対
立
的
な
価
値
判
断
の
範
疇
の
中
に
〈
白
痴
〉

を
押
し
込
め
る
と
い
う
、
伊
沢
の
一
方
的
な
解
釈
を
容
易
に
す
る
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
白
痴
〉
と
伊
沢
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、

〈
白
痴
〉
と
伊
沢
の
関
係
を
形
成
す
る
際
の
不
可
避
の
条
件
と
な
っ
て
い

る
の
だ
。

伊
沢
と
公
白
痴
〉
と
の
生
活
は
、
「
そ
の
日
か
ら
別
な
生
活
が
は
じ
ま
っ

た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
の
肉
体
が
増
え
た
だ
け
で
他
に
は
何
も
変
わ

ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る

C

し
か
し
、
本
当
に
何
も
変
化
し
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
〈
白
痴
〉
と
の
生
活
は
、
伊
沢
を
決
定
的
に
変
え

た
の
で
あ
る
。
そ
の
―
つ
の
現
れ
が
伊
沢
の
戦
争
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。

〈
白
痴
〉
と
生
活
す
る
以
前
に
は
、
戦
争
は
伊
沢
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も

の
で
す
ら
あ
っ
た
。
周
囲
か
ら
の
孤
絶
に
よ
っ
て
生
き
る
情
熱
を
失
っ
て

い
た
伊
沢
は
、
「
警
報
が
な
る
と
む
し
ろ
生
き
生
き
し
て
ゲ
ー
ト
ル
を
ま

く
の
で
あ
っ
た
」
。
空
襲
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
生
命
の
不
安
と
戯

れ
る
こ
と
だ
け
が
生
き
が
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
は
違
う
。

空
襲
を
待
ち
望
ん
で
い
た
伊
沢
は
、
空
襲
警
報
が
な
る
と
「
非
常
に
不
愉

快
な
精
神
状
態
に
な
る
」
の
で
あ
る
a

〈
白
痴
V

が
家
か
ら
飛
び
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
近
隣
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
怖
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
戦
争
に
対
す
る
認
識
の
み
な
ら
ず
、
伊
沢
の
自
己
規
定
も
変
化

し
て
い
る
い
以
前
は
、
近
代
的
個
人
主
義
の
未
熟
と
も
い
う
べ
き
個
性
の

欠
如
し
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
均
質
な
集
団
と
な
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
る

周
囲
の
人
間
達
を
軽
蔑
し
、
そ
の
中
で
異
質
な
存
在
と
し
て
優
位
な
立
場

に
た
っ
て
い
た
伊
沢
は
、
〈
白
痴
〉
の
存
在
を
と
り
つ
く
ろ
う
と
す
る
自

ら
の
弁
解
が
ま
し
さ
に
直
面
し
、
自
己
の
本
質
が
「
低
俗
な
世
問
な
み
に

す
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
い
こ

の
こ
と
は
伊
沢
に
と
っ
て
決
定
的
な
事
実
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
（
二
）

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
伊
沢
は
自
己
の
存
在
基
盤
を
、
独
立
不
覇
の
精
神
、

芸
術
家
意
識
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
人
問
か
ら
の
優
位
を
誇
っ

て
い
た
か
ら
で
あ
る

C

つ
ま
り
、
彼
は
周
囲
と
の
孤
絶
に
悩
み
な
が
ら
も
、

周
囲
と
孤
絶
す
る
こ
と
で
、
他
の
諸
々
の
凡
人
達
と
は
異
な
る
特
権
的
な

芸
術
家
と
し
て
、
逆
に
自
己
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

伊
沢
が
「
低
俗
な
世
間
」
と
同
質
な
も
の
と
し
て
自
己
を
規
定
し
始
め
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
定
的
な
度
化
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
以
後
伊

沢
は
芸
術
の
観
点
か
ら
、
周
囲
へ
の
反
発
を
語
る
こ
と
は
な
く
な
る
。

〈
白
痴
〉
と
の
生
活
が
、
こ
れ
ま
で
伊
沢
が
抱
え
込
ん
で
い
た
理
想
と
現

実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
を
後
景
へ
お
い
や
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

一
体
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
察

す
る
際
に
ま
ず
、
な
ぜ
〈
白
痴
〉
と
生
活
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
伊

沢
は
変
化
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
問
題
の
所
在
が
明
確
化
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と

な
る
の
が
、
伊
沢
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
〈
白
痴
〉
の
二
つ
の
顔

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
顔
を
思
い
出
す
た
び
に
伊
沢
は
「
一
切
の
思
念
が
凍
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り
、
そ
し
て
一
瞬
の
逆
上
が
絶
望
的
に
凍
り
つ
い
て
い
る
」
状
態
に
な
る
。

そ
れ
ら
の
顔
と
は
、
彼
が
初
め
て
〈
白
痴
〉
の
肉
体
に
ふ
れ
た
時
の
顔
で

あ
り
、
空
襲
の
と
き
に
〈
白
痴
〉
が
見
せ
た
顔
で
あ
っ
た
。
前
者
の
顔
は
、

(
4
)
 

具
体
的
に
は
描
写
さ
れ
て
い
な
い
が
、
た
だ
、
「
無
自
覚
な
肉
慾
」
の
み

を
感
じ
さ
せ
る
顔
で
あ
っ
た
。
常
に
性
行
為
を
待
ち
望
ん
で
い
る
よ
う
な

〈
白
痴
〉
の
肉
体
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
顔
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
あ
る

の
は
「
虫
の
如
き
倦
ま
ざ
る
反
応
の
雰
動
を
起
す
肉
体
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
」
の
で
あ
る
。

後
者
の
顔
は
空
襲
の
と
き
の
恐
怖
に
み
ち
た
〈
白
痴
〉
の
顔
で
あ
る
。

生
命
の
危
機
が
眼
前
に
あ
る
と
き
の
「
死
へ
の
恐
怖
と
死
へ
の
苦
悶
」
と

が
は
り
つ
い
た
「
醜
悪
」
な
顔
で
あ
っ
た
。

言
葉
も
叫
び
も
呻
き
も
な
く
、
表
情
も
な
か
っ
た
。
伊
沢
の
存
在
す

ら
も
意
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
人
間
な
ら
ば
か
ほ
ど
の
孤
独
が
有

り
得
る
筈
は
な
い
。
男
と
女
と
た
だ
二
人
押
入
に
い
て
、
そ
の
一
方

の
存
在
を
忘
れ
果
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
人
の
場
合
に
有
り
得
べ
き

筈
は
な
い
。
人
は
絶
対
の
孤
独
と
い
う
が
他
の
存
在
を
自
覚
し
て
の

み
絶
対
の
孤
独
も
有
り
得
る
の
で
、
か
ほ
ど
ま
で
盲
目
的
な
、
無
自

覚
な
、
絶
対
の
孤
独
が
有
り
得
よ
う
か
。
そ
れ
は
芋
虫
の
孤
独
で
あ

り
、
そ
の
絶
対
の
孤
独
の
相
の
あ
さ
ま
し
さ
。
心
の
影
の
片
鱗
も
な

い
苦
悶
の
相
の
見
る
に
堪
え
ぬ
醜
悪
さ
。

こ
れ
ら
二
つ
の
顔
に
共
通
す
る
特
質
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

と
り
あ
え
ず
、
「
魂
」
や
「
理
智
」
の
欠
如
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
者

の
描
写
の
な
か
で
は
、
「
魂
の
昏
睡
」
、
後
者
で
は
「
理
智
も
抑
制
も
抵
抗

も
な
い
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
〈
白
痴
〉
の
二
つ
の
顔
の
な

か
に
は
、
と
も
に
「
魂
」
や
「
理
智
」
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

伊
沢
は
こ
の
よ
う
な
理
性
の
欠
如
に
「
醜
悪
」
な
も
の
を
感
じ
、
嫌
悪
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
（
二
）
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
伊
沢
は

〈
白
痴
〉
の
理
性
の
欠
如
を
こ
そ
、
逆
に
純
粋
無
垢
な
も
の
と
し
て
高
く

評
価
し
、
自
己
の
理
想
の
姿
と
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
考

慮
す
れ
ば
、
伊
沢
が
〈
白
痴
〉
の
理
性
の
欠
如
に
「
醜
悪
」
な
も
の
を
感

じ
た
の
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
〈
白
痴
〉
の
「
無
自
覚
な
肉
慾
」
の

み
を
感
じ
さ
せ
る
顔
や
、
「
死
へ
の
恐
怖
と
死
へ
の
苦
悶
」
と
が
は
り
つ

い
た
顔
は
、
理
性
を
剣
ぎ
取
ら
れ
た
人
問
の
生
々
し
さ
が
赤
裸
々
に
表
れ

て
い
る
が
故
に
、
「
醜
悪
」
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の

顔
の
共
通
性
は
、
表
面
的
に
は
理
性
の
欠
如
と
し
て
把
握
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
質
的
に
は
全
く
別
の
意
味
を
背
後
に
有
す
る
も
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
、
伊
沢
を
し
て
「
醜
悪
」
と
し

か
呼
び
よ
う
の
な
い
嫌
悪
感
を
〈
白
痴
〉
に
対
し
て
抱
か
せ
た
の
だ
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
れ
は
一
体
何
な
の
か
。

端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
〈
白
痴
〉
に
と
っ
て
伊
沢
と
は
ど
の
よ
う
な

存
在
か
、
と
い
う
問
題
を
伊
沢
に
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
え

る
。
（
二
）
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
伊
沢
は
様
々
な
点
で
〈
白
痴
〉
を
自

己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
す
る
た
め
の
道
具
的
な
存
在
と
し
て
利

用
し
て
い
た
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
伊
沢
に
よ
る
一
方
的
な
〈
白
痴
V

解

釈
で
あ
り
、
意
味
賦
与
の
行
為
で
あ
っ
た
。
当
初
の
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
と

の
関
係
は
、
常
に
伊
沢
に
と
っ
て
〈
白
痴
〉
と
は
何
か
と
い
う
も
の
で
し

か
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
伊
沢
自
身
を
肯
定
す
る
た
め
に
不
可
欠

な
要
素
を
〈
白
痴
〉
に
見
出
す
作
業
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
伊
沢
の
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芸
術
家
と
し
て
の
意
識
に
基
づ
く
価
値
判
断
の
範
疇
の
中
に
〈
白
痴
〉
を

閉
じ
込
め
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
芸
術
家
と
し
て
の
価
値

を
高
め
る
作
業
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
〈
白
痴
〉
に
と
っ
て
伊
沢
と
は
何
か
と
い

う
問
題
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
を
つ
き
つ
け
て
く
る
の

が
、
〈
白
痴
〉
の
二
つ
の
顔
で
あ
っ
た
e

〈
白
痴
〉
の
二
つ
の
顔
が
示
し
た

も
の
と
は
、
〈
白
痴
〉
に
お
け
る
伊
沢
と
い
う
存
在
の
非
固
有
性
と
も
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
「
無
自
覚
な
肉
慾
」
の
み
の
顔
と
は
、
伊

沢
の
存
在
す
ら
も
無
視
す
る
よ
う
な
〈
白
痴
〉
の
性
行
為
へ
の
没
頭
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
「
伊
沢
の
手
が
女
の
肉
体
の
一
部
に
ふ
れ
る
と
い
う
だ

け
で
、
女
の
意
識
す
る
全
部
の
こ
と
は
肉
体
の
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
身

体
も
、
そ
し
て
顔
も
、
た
だ
待
ち
も
う
け
て
い
る
の
み
で
あ
っ
た
」
と
説

明
さ
れ
る
よ
う
に
、
〈
白
痴
〉
は
、
性
行
為
の
相
手
で
あ
る
伊
沢
を
も
置

き
去
り
に
し
て
、
自
己
の
す
べ
て
を
自
己
の
快
楽
に
捧
げ
る
の
で
あ
る

Q

〈
白
痴
〉
に
と
っ
て
性
行
為
の
相
手
は
代
替
可
能
で
あ
り
、
伊
沢
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。

ま
た
、
後
者
の
〈
白
痴
〉
の
顔
は
、
死
の
恐
怖
の
前
で
、
そ
の
恐
怖
に

支
配
さ
れ
尽
く
し
た
顔
で
あ
る

C

そ
こ
に
は
、
他
者
の
介
入
を
許
す
余
地

は
全
く
な
い
。
伊
沢
と
「
二
人
押
入
」
に
居
な
が
ら
、
「
一
方
の
存
在
」

で
あ
る
伊
沢
を
「
忘
れ
果
て
る
」
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
伊
沢
の
存

在
な
ど
全
く
意
識
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
伊
沢
が
〈
白
痴
〉
と

共
有
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
。
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
に
と
っ
て
必
要
不
可

欠
な
存
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
〈
白
痴
〉
の
二
つ
の
顔
と
は
、
他
者
の
介
入
を
許
さ
な
い
顔

で
あ
る
。
伊
沢
の
思
い
込
み
の
解
釈
の
数
々
を
拒
絶
す
る
の
み
な
ら
ず
、

伊
沢
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
も
拒
絶
す
る
よ
う
な
顔
な
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
あ
る
の
は
、
た
だ
欲
望
す
る
肉
体
、
恐
怖
す
る
肉
体
で
あ
る

C

伊
沢

は
そ
こ
に
自
ら
の
解
釈
を
は
ね
つ
け
る
別
個
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い

Q

自
分
と
は
無
関
係
に
、
し
か
し
、
確
固
と
し
て
自
立
的
に
生
存

し
て
い
る
一
個
の
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
自
分
の
価
値
判
断
の
枠
組
み

に
お
さ
ま
ら
な
い
他
者
、
自
分
と
は
異
質
な
論
理
に
よ
っ
て
生
き
る
他
者

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
〈
白
痴
〉
に
と
っ
て
自
分
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
と

い
う
新
た
な
問
い
が
伊
沢
の
中
で
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
白

痴
〉
に
と
っ
て
伊
沢
は
代
替
不
可
能
で
不
可
欠
の
存
在
で
は
な
い
と
い
う

事
実
が
、
逆
に
、
伊
沢
に
へ
白
痴
〉
が
他
者
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
、

さ
ら
に
、
伊
沢
の
自
己
認
識
へ
の
反
省
を
促
す
の
で
あ
る
。
伊
沢
は
〈
白

痴
〉
の
二
つ
の
顔
に
直
面
し
た
と
き
、
そ
の
背
後
に
こ
の
問
い
を
よ
び
お

こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
を
感
受
し
た
か
ら
こ
そ
、
嫌
悪
感
を
抱
く
の
で

あ
る
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が
す
も
の
と
し
て
〈
白
痴
〉

を
嫌
悪
し
、
怖
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
分
を
ゆ
る
が
す

〈
白
痴
〉
を
伊
沢
は
殺
し
た
い
と
さ
え
思
う
の
だ
。
〈
白
痴
〉
へ
の
殺
意

と
は
、
不
安
定
に
な
っ
た
自
己
の
た
て
な
お
し
の
欲
求
を
意
味
す
る

3

そ

し
て
、
そ
れ
と
平
行
し
て
、
伊
沢
は
自
ら
の
手
を
汚
さ
ず
に
空
襲
に
よ
っ

て
〈
白
痴
〉
を
殺
す
こ
と
を
考
え
る
「
低
俗
な
男
」
に
決
定
的
に
変
貌
し

で
J

}

た
の
で
あ
る
。
〈
白
痴
〉
は
ま
さ
し
く
伊
沢
を
変
え
た
。
「
人
形
」
か
ら
決

定
的
な
他
者
へ
と
変
貌
し
た
〈
白
痴
〉
は
、
伊
沢
の
価
値
判
断
の
範
疇
か

ら
逸
脱
す
る
の
み
な
ら
ず
、
伊
沢
自
身
を
も
変
貌
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
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る
。
特
権
的
な
芸
術
家
と
し
て
の
意
識
に
よ
っ
て
、
二
項
対
立
の
構
図
の

中
で
世
界
を
把
握
し
て
い
た
伊
沢
は
、
〈
白
痴
〉
の
変
貌
に
よ
っ
て
、
そ

の
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
認
識
を
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
正
常
で
欺
蒔
的

な
〈
常
人
〉
た
ち
の
世
問
に
対
し
て
、
異
常
だ
か
ら
こ
そ
真
に
人
間
的
で

あ
る
と
い
う
芸
術
家
と
し
て
の
自
己
規
定
を
、
伊
沢
は
破
棄
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
白
痴
〉
の
変
貌
後
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ

と
い
う
問
題
は
、
伊
沢
か
ら
消
え
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
構
成
自
体
が
解

体
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
問
題
構
成
を
成
立
さ
せ
て
い
た
伊

沢
の
自
己
意
識

l

芸
術
家
と
し
て
の
自
己
認
識
そ
の
も
の
が
変
質
し
て

{
6
)
 

し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（四

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
の
関
係
は
変
質
し
た
。

そ
の
変
質
を
惹
起
し
た
も
の
と
は
、
〈
白
痴
〉
の
他
者
性
の
出
現
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
伊
沢
に
と
っ
て
、
欲
望
し
恐
怖
す
る
肉
体
と
し
て
現
前
化
し

{
7
)
 

た
。
こ
の
他
者
と
の
葛
藤
の
な
か
で
、
伊
沢
は
既
存
の
自
己
を
破
壊
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

3

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
世

界
と
の
関
係
性
を
も
変
質
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
伊
沢
は
、
自
己
の
芸

術
家
と
し
て
の
正
当
性
を
も
と
に
、
芸
術
家
／
俗
悪
な
世
間
、
〈
気
違
い
〉
／

〈
常
人
〉
、
異
常
／
正
常
と
い
っ
た
二
項
対
立
と
し
て
世
界
を
と
ら
え
、
異

常
の
側
に
あ
え
て
自
己
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
正
常
と
さ
れ
る
も
の
を

批
判
し
自
己
の
存
在
価
値
を
も
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
〈
白
蔀
〉
に

よ
っ
て
そ
の
自
己
認
識
を
潰
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
よ
う
な
二
項
対
立
的
な

世
界
観
そ
の
も
の
を
も
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
今
ま
で
伊

沢
を
取
り
巻
い
て
き
た
周
囲
の
状
況
は
伊
沢
に
と
っ
て
全
く
別
の
意
味
を

持
ち
始
め
る
つ
な
ぜ
な
ら
、
外
的
世
界
を
判
断
し
て
い
く
認
識
の
基
盤
そ

の
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
伊
沢
が
気
に

掛
け
て
き
た
周
囲
の
状
況
や
芸
術
と
生
活
の
問
題
は
、
全
く
意
味
を
失
う
。

「
白
痴
」
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、
当
初
重
要
で
あ
っ
た
そ
れ
ら
の
問
題

は
、
伊
沢
の
変
質
後
、
表
面
に
は
で
て
こ
な
く
な
る
，
い
ま
や
、
伊
沢
に

と
っ
て
は
〈
白
痴
〉
こ
そ
が
世
界
そ
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

伊
沢
は
決
定
的
に
変
貌
し
た
。
確
固
と
し
た
芸
術
家
意
識
を
も
ち
知
性

的
で
あ
る
と
自
認
し
て
き
た
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
も
消
え
失
せ
今
は

も
う
た
だ
〈
白
痴
〉
に
い
ら
だ
つ
存
在
と
化
し
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、

ヘ
白
痴
〉
と
い
う
存
在
だ
け
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
と

の
関
係
こ
そ
が
、
伊
沢
の
世
界
そ
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
の
周
囲
の
状
況
は
、
伊
沢
に
は
す
で
に
二
義
的
な
意
味
し
か
も

た
な
い
。
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
〈
白
痴
〉
と
の
関
係
の
な
か

で
生
き
ざ
る
を
え
な
い
伊
沢
は
、
自
分
を
不
安
定
に
陥
ら
せ
る
〈
白
痴
〉

を
抹
殺
し
た
い
と
願
い
つ
つ
、
「
き
わ
め
て
冷
静
に
」
空
襲
を
待
つ
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
す
さ
ま
じ
い
空
襲
に
襲
わ
れ
た
と
き
、
伊
沢
は

〈
白
痴
〉
を
連
れ
て
逃
げ
る
。
そ
し
て
、
空
襲
の
下
を
逃
げ
惑
う
極
限
状

況
の
最
中
に
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
に
対
し
て
初
め
て
一
体
感
を
感
じ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
条
り
に
は
こ
う
あ
る
。

「
死
ぬ
時
は
、
こ
う
し
て
、
二
人
一
緒
だ
よ
。
怖
れ
る
な
。
そ
し
て
、

俺
か
ら
離
れ
る
な
。
火
も
爆
弾
も
忘
れ
て
、
お
い
俺
達
二
人
の
一
生

の
道
は
な
、
い
つ
も
こ
の
道
な
の
だ
よ
。
こ
の
道
を
た
だ
ま
っ
す
ぐ
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見
つ
め
て
、
俺
の
肩
に
す
が
り
つ
い
て
く
る
が
い
い
。
分
っ
た
ね
」

女
は
ご
く
ん
と
頷
い
た
。

そ
の
頷
き
は
稚
拙
で
あ
っ
た
が
、
伊
沢
は
感
動
の
た
め
に
狂
い
そ

う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
あ
あ
、
長
い
長
い
幾
た
び
か
の
恐
怖
の
時

問
、
夜
昼
の
爆
撃
の
下
に
於
て
、
女
が
表
し
た
始
め
て
の
意
志
で
あ

り
、
た
だ
一
度
の
答
え
で
あ
っ
た
。
そ
の
い
じ
ら
し
さ
に
伊
沢
は
逆

上
し
そ
う
で
あ
っ
た

3

今
こ
そ
人
間
を
抱
き
し
め
て
お
り
、
そ
の
抱

き
し
め
て
い
る
人
間
に
、
無
限
の
誇
り
を
も
つ
の
で
あ
っ
た

C

迫
り
来
る
火
の
海
の
中
で
、
伊
沢
は
公
白
痴
〉
に
共
に
生
き
る
決
意
を

語
り
、
そ
れ
に
応
え
る
〈
白
痴
〉
に
感
動
し
て
い
る
。
〈
白
痴
〉
は
、
あ

た
か
も
「
一
人
の
新
た
な
可
愛
い
女
が
生
れ
で
た
」
か
の
よ
う
な
「
新
鮮

さ
」
を
も
っ
て
、
立
ち
現
れ
る
。
「
醜
悪
」
で
不
気
味
な
、
異
質
な
他
者

と
し
て
深
い
断
絶
の
彼
方
に
い
た
〈
白
痴
〉
は
、
そ
の
断
絶
を
越
え
て
限

り
無
く
親
し
い
者
と
し
て
、
伊
沢
と
調
和
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
別
個
の
存
在
が
、
空
襲
を
媒
介

と
し
て
一
体
化
し
た
関
係
に
な
っ
た
美
し
さ
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
伊

沢
と
〈
白
痴
〉
は
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
つ
い
に

調
和
し
た
関
係
に
到
達
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
直
後
の
伊
沢
の
反
応
が
不

可
解
で
あ
ろ
う

Ca

生
命
の
危
機
が
去
っ
た
と
き
、
一
人
の
可
愛
い
女
で
あ
っ

た
公
白
痴
〉
の
「
新
鮮
さ
」
は
消
え
失
せ
、
「
豚
」
だ
と
断
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
「
白
痴
」
発
表
当
時
か
ら
様
々
な
形
で
議
論
さ
れ

て
き
た
。
浅
子
逸
男
氏
は
、
感
動
か
ら
一
転
し
て
幻
滅
に
至
る
と
い
う
こ

の
問
題
が
、
「
白
痴
」
を
論
ず
る
上
で
発
表
当
初
か
ら
継
承
さ
れ
た
疑
問

(
8
)
 

で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
と
の
関
係
を
、
新
し
い

人
問
の
甦
生
と
み
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
錯
覚
と
み
る
べ
き
か
、
と
い

(
9
)
 

う
点
に
お
い
て
、
「
白
痴
」
と
い
う
作
品
評
価
が
わ
か
れ
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
と
の
真
の
人
問
的
関
係
の
構
策
と
評
価
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
「
白
痴
」
と
い
う
作
品
は
戦
争
を
経
て
の
伊
沢
の
確
固
た

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の
物
語
と
し
て
読
め
る
で
あ
ろ
う
。
伊
沢

は
真
の
自
分
、
あ
る
い
は
、
潜
在
し
て
い
た
あ
る
べ
き
自
分
の
姿
を
獲
得

し
た
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
そ
の
解
釈
に
よ
る
と
、
〈
白
痴
〉
は
、
始
め

は
相
容
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
に
し
て
も
結
局
は
同
一
化
す
べ
き
存
在
と

し
て
、
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
場
合
、
後

の
幻
滅
感
を
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
し
、
伊
沢
の
錯
覚
に

す
ぎ
な
い
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
伊
沢
は
公
白
痴
〉
に
対
し
て
一
方
的
な

解
釈
を
い
ま
だ
に
お
し
つ
け
、
「
人
形
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。

し
か
し
、
〈
白
痴
〉
が
伊
沢
に
対
し
て
与
え
た
圧
倒
的
な
影
響
と
、
そ

の
結
果
生
じ
た
伊
沢
の
変
貌
を
分
析
し
て
き
た
以
上
、
斯
く
の
如
き
評
価

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
伊
沢
は
決
定
的
に
変
貌
し
た
(
)
〈
白
痴
〉
は
伊

沢
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
他
者
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
同
一
化
出
来
る

よ
う
な
存
在
で
も
な
け
れ
ば
、
「
人
形
」
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
感
動
か
ら
幻
滅
へ
の
転
換
を
分
析
す
る
な

ら
ば
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
る
い
再
生
で
も
な
け
れ
ば
、
錯

誤
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
〈
白
痴
〉
と
伊
沢
の
関
係
に
お
い
て
は
、

空
襲
と
い
う
極
限
状
況
に
お
い
て
し
か
、
も
は
や
一
体
感
を
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
逆
に
照
射
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
先
に

-38-



述
べ
た
よ
う
に
、
伊
沢
に
は
公
白
痴
〉
が
世
界
そ
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
た
。
そ
の
二
人
の
関
係
か
ら
成
る
世
界
を
一
挙
に
相
対
化
す
る
の
が

空
襲
で
あ
っ
た
の
だ
。
以
前
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
大
き
な
規
模
の
空
襲

と
い
う
外
的
衝
撃
が
あ
っ
た
と
き
、
二
人
の
世
界
は
よ
り
大
き
な
外
部
に

直
面
す
る
。
そ
の
と
き
、
二
人
の
世
界
は
、
外
部
と
の
関
係
の
中
で
位
闘

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
ま
で
と
は
異
な
っ
た
性
格
を
も
た
ざ

る
を
え
な
い
の
だ

r
2

つ
ま
り
、
伊
沢
に
と
っ
て
の
〈
白
痴
〉
の
他
者
性
は
、

空
襲
と
い
う
圧
倒
的
な
衝
毀
力
を
持
つ
外
部
と
の
関
係
の
中
で
一
瞬
消
失

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
は
有
機
的

な
人
間
関
係
を
形
成
で
き
る
の
で
あ
る
。
空
襲
は
、
人
間
と
人
間
を
つ
な

い
で
く
れ
る
一
瞬
の
恩
寵
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も
た
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
後
す
ぐ
に
伊
沢
が
〈
白
痴
〉
に
幻
滅
す
る
の
も
当
然
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
だ
ろ
う
。
彼
の
得
た
一
体
感
と
は
空
襲
と
い
う
外
部
が
与
え
た
恩

寵
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
を
「
豚
」
だ
と
決
め
つ
け
る

が
、
こ
れ
は
先
に
み
た
他
者
と
し
て
の
〈
白
痴
〉
を
言
い
換
え
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
襲
と
い
う
外
部
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
き
、
〈
白
痴
〉
は
依
然
と
し
て
他
者
の
ま
ま
な
の
だ
。
こ
こ
で
明
ら

か
に
さ
れ
る
の
は
、
調
和
し
た
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
―
つ
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
、
「
白
痴
」
に
お
い
て
は
、
空

襲
あ
る
い
は
戦
争
と
い
う
も
の
が
、
人
間
関
係
や
状
況
そ
の
も
の
に
決
定

的
変
化
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
、

人
間
や
状
況
の
関
係
そ
の
も
の
の
も
つ
性
格
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
と
い
う

役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
伊
沢
は
自
分
が
抱
え
込
ん
で
い
る

問
題
の
解
決
を
空
襲
に
も
と
め
る
の
だ
が
、
つ
ね
に
達
成
さ
れ
な
い
へ
世

間
と
の
対
立
も
〈
白
痴
〉
と
の
対
立
も
解
消
し
て
は
く
れ
ず
、
そ
の
問
題

の
解
決
不
能
性
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
な
の
だ
。
よ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、

A

白
痴
〉
と
伊
沢
と
の
関
係
も
、
空
襲
に
よ
っ
て
は
根
本
的
な
変
化
を
受

け
る
こ
と
は
な
い
。
空
襲
と
い
う
極
限
的
な
状
況
に
よ
っ
て
し
か
一
体
感

を
獲
得
で
き
な
い
と
い
う
、
両
者
の
関
係
の
困
難
性
を
こ
そ
明
ら
か
に
す

る
だ
け
の
も
の
な
の
で
あ
る
>

で
は
、
そ
の
よ
う
な
他
者
で
あ
る
〈
白
痴
〉
を
、
何
故
伊
沢
は
連
れ
て

逃
げ
た
の
か

C

彼
は
空
襲
に
よ
る
〈
白
痴
〉
の
死
を
願
っ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
〈
白
痴
〉
は
伊
沢
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
維

持
装
置
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
一
方
的

な
関
係
は
〈
白
痴
〉
の
他
者
性
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
、
さ
ら
に
、
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
ま
で
不
安
定
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
＇

彼
は
動
揺
し
た
自
己
を
建
て
直
す
た
め
に
、
〈
白
痴
〉
の
死
を
願
っ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
、
〈
白
痴
〉
を
連
れ
て
逃
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

j

そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
白
痴
〉
が
伊
沢
に
と
っ
て
世
界
そ
の

も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
伊
沢

は
、
〈
白
痴
〉
に
よ
っ
て
自
已
の
存
在
を
動
揺
さ
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
自
己

を
支
え
る
世
界
観
を
も
失
っ
た
以
上
、
も
は
や
以
前
の
自
己
に
戻
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
か
ら
伊
沢
は
何
も
支
え
が
な
い
不
安
定
な
と
こ
ろ
で
、

常
に
自
己
が
何
者
な
の
か
と
い
う
問
い
を
抱
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
際
手
が
か
り
と
な
る
べ
き
も
の
が
、
〈
白
痴
〉
な
の
で

あ
る
。
自
分
を
崩
壊
さ
せ
た
〈
白
痴
〉
だ
か
ら
こ
そ
、
伊
沢
は
自
分
を
知

る
た
め
に
、
〈
白
痴
〉
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
い
ま
や
伊
沢
に
と
っ
て
世
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界
そ
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
白
痴
〉
は
、
伊
沢
に
と
っ
て
不
可
欠

の
存
在
な
の
で
あ
り
、
〈
白
痴
〉
な
く
し
て
は
伊
沢
は
生
き
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
伊
沢
は
〈
白
痴
〉
を
連
れ
て
逃
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
〈
白
痴
〉
を
「
豚
」
だ
と
す
る
認
識
は
、
し
か
し
そ
れ
な
く
し
て

は
も
は
や
生
き
て
い
く
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
自
身
を
も
「
豚
」
だ
と
い

う
認
識
を
背
後
に
有
し
て
お
り
、
自
己
を
不
安
に
陥
ら
せ
る
存
在
と
共
に

生
き
る
と
こ
ろ
に
し
か
道
は
な
い
と
い
う
逆
説
に
対
す
る
諦
め
と
覚
悟
が
、

結
末
部
の
と
に
か
く
歩
き
出
そ
う
と
い
う
表
現
に
滲
み
出
て
い
る
の
だ
と

い
え
る
。

注
(
1
)

こ
の
こ
と
は
、
「
白
痴
」
と
い
う
小
説
が
、
三
人
称
客
観
小
説
の

体
裁
を
と
り
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
伊
沢
の
視
点
か
ら
描
か
れ
て

い
る
こ
と
も
原
因
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
黒
田
征
氏
は

「
『
白
痴
』
論

i

坂
口
安
吾
の
素
顔
ー
'
|
」
(
「
解
釈
」
昭
和
五

十
年
二
月
号
）
に
お
い
て
、
伊
沢
が
作
中
で
「
『
理
智
』
を
附
与

さ
れ
た
唯
一
の
人
物
で
あ
る
」
こ
と
、
「
苗
字
を
も
っ
て
呼
ば
れ

る
唯
一
の
人
物
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
2
)
黒
田
征
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
『
僕
の
書
く
の
は
肉
体
と
精

神
と
の
結
婚
、
そ
の
宿
命
を
負
う
人
間
の
澳
悩
以
外
に
あ
り
ま
せ

ん
』
（
『
昭

2
1
.
7
.
2
4

尾
崎
士
郎
宛
書
簡
』
）
と
い
う
安
吾
の

言
葉
通
り
、
自
己
の
肉
体
的
な
現
実
と
理
智
と
の
一
人
芝
居
的
な

相
克
が
こ
の
作
品
で
あ
り
、
白
痴
女
は
、
伊
沢
の
肉
体
的
な
一
面

を
切
り
離
し
て
独
立
し
た
、
分
身
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
存
在
で

あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
と
、
伊
沢
と
〈
白
痴
〉
の
関
係
を
分
析
し

て
い
る
が
、
本
稿
で
は
全
く
反
対
に
〈
白
痴
〉
は
伊
沢
に
と
っ
て

他
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
い
る
。

(
3
)
勁
草
書
房
。
一
九
八
五
年
六
月
。
一
四
九
頁

I
一
五
一
頁
。

(
4
)
奥
山
文
幸
氏
は
、
「
坂
口
安
吾
『
白
痴
』
論

i

聴
覚
空
間
の
ア

レ
ゴ
リ
ー
劇

I

」
(
「
近
代
文
学
研
究
」
第
八
号
）
に
お
い
て
、

顔
の
具
体
的
な
描
写
が
な
い
こ
と
に
ふ
れ
て
、
「
つ
ま
り
、
肉
体

と
顔
と
が
同
一
の
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
る

3

そ

こ
に
は
、
一
種
の
視
覚
の
排
除
と
も
言
う
べ
き
表
現
意
志
が
あ
る
。
」

と
分
析
し
て
い
る
。

(
5
)

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
伊
沢
が
一
方
的
に
〈
白
痴
＞

を
「
人
形
」
と
し
て
扱
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
〈
白
痴
〉
の
方
で

は
常
に
そ
れ
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
言
動
を
と
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
庄
司
肇
氏
は
『
坂
口
安
吾
』
（
南
北
社
、
昭
和
四

三
年
八
月
）
に
お
い
て
、
〈
白
痴
〉
が
「
肝
心
な
と
こ
ろ
で
は
、

決
し
て
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
（
一
―
―
―
九
頁
）
と
指

摘
し
て
い
る
。

(
6
)
岩
見
照
代
氏
は
「
危
機
と
し
て
の
日
常
」
（
「
國
文
学
」
一
九
九
五

年
七
月
号
）
に
お
い
て
、
空
襲
下
の
孟
押
入
」
の
中
で
「
伊
沢
が

視
た
も
の
は
白
痴
の
存
在
根
拠
で
あ
っ
た
『
肉
慾
』
さ
え
も
失
っ

た
〈
女
〉
、
『
芋
虫
の
孤
独
』
と
化
し
た
不
可
解
で
不
気
味
な
〈
他

者
〉
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
、
「
白
痴
」
と
は
、
伊
沢
が
〈
白
痴
〉

に
な
る
ま
で
の
物
語
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
、
と
し
て
い
る
。
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(
7
)
こ
の
こ
と
を
戦
後
文
学
と
い
う
よ
り
広
い
視
野
の
も
と
で
位
闘
づ

け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
戦
後
に
お
い
て
文
学
は
好
ん
で
性

を
と
り
あ
げ
た
。
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
み
な
ら
ず
「
純
文
学
」
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。
紅
野
謙
介
氏
は
「
批
評
と
実
存
|
ー
—
戦
後

批
評
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」
（
「
國
文
学
」
一
九
九
五
年

七
月
号
）
に
お
い
て
、
「
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
純
文
学
に
分
類
さ

れ
る
作
家
の
小
説
が
一
様
に
性
を
め
ぐ
る
主
題
を
取
り
込
ん
だ
こ

と
は
た
し
か
で
あ
る
。
永
井
荷
風
や
石
川
淳
を
は
じ
め
と
し
て
、

坂
口
安
吾
、
織
田
作
之
助
、
野
間
宏
、
武
田
泰
淳
な
ど
。
そ
れ
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
越
え
て
あ
ら
わ
れ
た
共
通
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ

た
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
性
格
の
異
な
る
作
家
達
の
中
の
多

く
が
、
敗
戦
後
の
廃
墟
の
中
で
な
ん
ら
か
の
形
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
と
性
と
を
関
連
さ
せ
て
考
え
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
、
戦
中
に
お
い
て
観
念
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
支

配
的
に
な
り
個
人
を
圧
迫
し
た
と
い
う
経
験
か
ら
、
自
己
の
実
感

に
基
づ
い
た
思
想
と
個
性
の
獲
得
と
い
う
意
味
を
込
め
た
も
の
と

し
て
性
や
肉
体
を
と
り
あ
げ
た
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(
8
)
「
白
痴
」
（
「
日
本
文
学
」
一
九
七
九
年
七
月
号
）
。

(
9
)
花
田
俊
典
氏
は
「
『
白
痴
』
評
釈
」
（
『
坂
口
安
吾
研
究
講
座
ll
』

三
弥
井
書
店
。
昭
和
六
十
年
十
一
月
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
「
錯

誤
」
と
「
甦
生
」
の
問
題
を
矛
盾
し
な
い
形
で
分
析
し
て
い
る
。

ヽ

｀

[
『
白
痴
』
一
篇
は
、
ひ
と
り
の
知
識
人
の
誠
実
な
敗
北
と
甦
生

へ
の
物
語
だ
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
し
た
う
え
で
、
〈
白
痴
〉
に

「
突
き
放
さ
れ
る
生
活
」
を
続
け
た
伊
沢
は
、
そ
の
生
活
を
「
す

ぐ
れ
た
生
活
」
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
い
う
意
味
で
「
甦
生
」
し

た
の
で
あ
り
、
空
襲
下
の
一
体
感
は
「
錯
誤
」
で
あ
っ
た
と
説
明

し
て
い
る
。

※
「
白
痴
」
の
引
用
は
ち
く
ま
文
庫
版
「
坂
口
安
吾
全
集
」
の
四
巻
に
よ

る。

（
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）
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