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Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro's World of "Blindness"
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Summary

 Junichiro Tanizaki has left two works on the theme of “blindness,” Shunkin-Sho and 
A Tale of Blindness. In the former, as is well known, Sasuke, who has been serving a blind 
shamisen mistress, blinds himself in order not to see her face when she is bathed in hot water 
and suffers heavy burns, and it has been said that Tanizaki’s aesthetics of masochistic female 
worship reached its peak in this work. The latter is a story told by a blind massager called Yaichi, 
who served the beautiful sister of Nobunaga Oda, and he talks about the vicissitudes he has ex-
perienced with her in the age of the civil war.
 The state of “blindness” in these two works is given positive meaning by Tanizaki’s 
peculiar idea. That is, as Sasuke and Yaichi are blind, they are related to others and the out-
side world through auditory and tactile sensations, which, as alternative systems of sensation, 
could relativize the supremacy of the vision in the modern concept of perception. Especially in 
Shunkin-Sho, two blinded characters deepen physical intimacy by living in the tactile world. 
There we can see the achievement of sexual harmony between a man and a woman, which is not 
found in any other works by Tanizaki.
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１　
触
覚
に
よ
る
認
識

　

触
覚
は
視
覚
や
聴
覚
と
比
べ
て
、
対
象
を
捉
え
る
感
覚
と
し
て
劣
位
に

置
か
れ
が
ち
で
あ
る
。
多
く
の
言
語
で
︿
見
る
﹀
を
意
味
す
る
動
詞
が
︿
知

る
﹀︿
分
か
る
﹀
と
同
義
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
の
五
感
の
な
か

で
は
視
覚
が
外
部
世
界
を
認
識
す
る
第
一
の
手
立
て
と
し
て
見
な
さ
れ

て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
は
『
屈
折
光
学
』
で
視
覚
の
至
上
性
を
「
も
っ
と
も

広
範
に
し
て
も
っ
と
も
高
貴
」（
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
）1
で
あ
る
と
し
、

視
覚
を
向
上
さ
せ
る
発
明
が
高
い
有
益
性
を
も
つ
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
触
覚
は
対
象
に
接
触
し
な
い
限
り
機
能
し
な
い
感
覚
で
あ
り
、
距
離

を
置
い
た
対
象
を
把
握
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
指
摘
す
る

2
よ
う
に
出
版
文
化

が
隆
盛
す
る
近
代
に
お
い
て
は
、︿
見
る
︱
読
む
﹀
行
為
の
比
重
が
高
ま

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
活
字
人
間
」
が
主
流
を
な
し
、
視
覚
の
優
位
性
が
あ

ら
た
め
て
強
固
に
さ
れ
て
い
っ
た
。
反
面
こ
う
し
た
視
覚
の
偏
重
が
、
人

間
と
外
界
の
交
わ
り
を
貧
し
い
も
の
に
す
る
と
い
う
反
省
も
重
ね
ら
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
十
七
、八
世
紀
に
論
じ
ら
れ
た
、
触
覚
に
よ
っ
て

形
状
を
把
握
し
て
い
た
先
天
的
な
盲
人
が
開
眼
手
術
を
受
け
て
成
功
し

た
場
合
、
彼
が
視
覚
に
よ
っ
て
外
界
の
対
象
を
区
別
で
き
る
か
と
い
う
い

わ
ゆ
る
「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」
に
つ
い
て
、
ロ
ッ
ク
、
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ

〈
手
ざ
わ
り
〉
の
な
か
の
関
係
︱
谷
崎
潤
一
郎
の
〈
盲
目
〉
の
世
界

柴
田
勝
二

ク
、
デ
ィ
ド
ロ
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
は
い
ず
れ
も
否
定
的
な
立
場
を
取

り
、
触
覚
的
な
交
渉
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
視
覚
の
機
能
が
十

全
な
も
の
と
な
る
と
い
う
見
方
を
示
し
た

3
。

　

二
十
世
紀
後
半
の
思
想
に
お
い
て
も
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
デ
リ
ダ

に
よ
っ
て
、
外
部
世
界
と
自
己
自
身
へ
の
認
識
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
感
覚

と
し
て
の
触
覚
に
あ
ら
た
め
て
照
射
す
る
考
察
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
、
人
間
が
外
部
の
対
象

を
視
覚
的
に
捉
え
る
際
に
も
身
体
の
触
覚
的
な
感
覚
を
動
員
さ
せ
て
お

り
、「
視
覚
は
身
体
に
よ
っ
て
「
う
な
が
さ
れ
」
て
思
考
す
る
の
で
あ
る
」

（
木
田
元
訳
）4
と
述
べ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
強
い
関
心
を
示

し
た
絵
画
の
描
き
手
が
、
そ
う
し
た
触
覚
的
な
感
覚
を
盛
り
込
み
つ
つ
対

象
を
二
次
元
化
す
る
表
現
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
画
家
は

い
わ
ば
︿
触
る
よ
う
に
見
る
﹀
人
び
と
だ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
の
絵

に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
分
厚
い
質
感
は
、
人
間
が
外
界
の
物
に
触
り
つ
つ

そ
の
存
在
を
実
感
し
て
い
っ
た
原
初
的
な
感
覚
の
表
現
で
も
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
一
方
デ
リ
ダ
は
『
触
覚
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
触

れ
る
』
で
、
外
物
に
触
れ
る
こ
と
が
自
己
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い

う
触
覚
の
再
帰
性
を
軸
と
し
つ
つ
、
西
欧
の
形
而
上
学
の
系
譜
に
む
し
ろ

触
覚
の
重
視
が
底
流
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

5
が
、
論
の
起
点

に
置
か
れ
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
デ
・
ア
ニ
マ
（
霊
魂
に
つ
い
て
）』
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で
は
、
触
覚
が
外
界
を
捉
え
る
第
一
義
の
感
覚
と
さ
れ
、「
触
覚
的
能
力

な
し
に
他
の
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
は
一
つ
も
備
わ
ら
な
い
が
、
触
覚
は
他
の

も
の
な
し
に
も
備
わ
り
う
る
」（
村
治
能
就
訳
）６
と
断
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

谷
崎
潤
一
郎
が
︿
盲
目
﹀
を
主
題
と
す
る
『
盲
目
物
語
』（『
中
央
公
論
』

一
九
三
一
・
八
）、『
春
琴
抄
』（『
中
央
公
論
』
一
九
三
三
・
八
）
と
い
う
二
つ

の
作
品
を
書
い
て
い
る
基
底
に
は
、
こ
う
し
た
外
界
と
自
己
の
関
わ
り
を

捉
え
る
根
源
的
な
感
覚
と
し
て
の
触
覚
に
対
す
る
直
感
的
な
認
識
が
あ

っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
按
摩
を
生
業
と
し
つ
つ
、
織
田
信
長
の
妹
で

あ
る
お
市
の
方
に
仕
え
た
人
物
と
し
て
戦
国
時
代
の
有
為
転
変
を
語
っ

て
い
く
『
盲
目
物
語
』
の
語
り
手
の
弥
市
は
、
職
業
的
な
熟
達
に
よ
っ
て

文
字
通
り
触
覚
を
介
し
て
、
お
市
の
方
を
は
じ
め
と
す
る
人
び
と
の
身
体

ば
か
り
で
な
く
内
面
の
状
態
も
掴
ん
で
し
ま
い
、
さ
ら
に
は
そ
の
触
覚
的

な
認
識
を
手
が
か
り
と
し
て
、
戦
乱
の
状
況
ま
で
察
知
し
て
い
く
。『
春

琴
抄
』
で
は
盲
目
の
美
し
い
三
味
線
の
女
師
匠
春
琴
に
仕
え
る
佐
助
が
、

彼
女
が
何
者
か
に
熱
湯
を
浴
び
せ
ら
れ
て
顔
に
重
い
火
傷
を
負
っ
た
際

に
、
両
の
眼
を
み
ず
か
ら
突
い
て
自
身
も
盲
目
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

醜
く
変
貌
し
た
師
匠
の
顔
を
見
る
こ
と
を
回
避
し
、
そ
の
後
も
彼
女
に
仕

え
つ
づ
け
た
と
い
う
物
語
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
従
が
と
も
ど
も

盲
人
と
な
り
、
彼
ら
が
互
い
を
ま
さ
ぐ
り
合
う
関
係
に
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
佐
助
は
主
人
で
あ
る
春
琴
と
の
親
密
さ
を
深
め
る
と
と
も
に
、
彼
女

の
身
体
の
美
質
を
一
層
深
く
知
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
幼
少
期

よ
り
盲
人
の
三
味
線
奏
者
と
し
て
過
ご
し
て
き
た
春
琴
に
、
身
上
で
あ
る

聴
覚
に
加
え
て
鋭
敏
な
触
覚
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
歯
痛
を
抱
え
た
佐
助
が
彼
女
に
按
摩
を
施
し
て
い
る
際
に
、
熱
を

持
っ
た
頬
に
彼
女
の
足
を
当
て
て
冷
や
し
て
い
る
の
を
察
知
さ
れ
て
思

い
切
り
足
蹴
に
さ
れ
、
手
厳
し
く
叱
責
さ
れ
る
。
加
え
て
「
汝
が
歯
を
病

ん
で
ゐ
る
ら
し
き
は
大
方
昼
間
の
様
子
に
て
も
知
れ
た
り
」
と
、
按
摩
を

受
け
る
前
に
春
琴
が
佐
助
の
状
態
を
知
っ
て
い
た
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
作
に
加
え
て
、「
第
二
盲
目
物
語
」
と
銘
打
た
れ
た
『
聞
書
抄
』

（『
大
阪
毎
日
／
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
三
五
・
一
～
六
）
で
は
、
豊
臣
秀
吉
の

側
近
で
あ
っ
た
石
田
三
成
に
仕
え
た
順
慶
と
い
う
男
が
、
跡
目
争
い
で
秀

吉
と
対
立
し
た
甥
の
秀
次
の
動
向
を
探
る
と
い
う
命
を
受
け
て
、
座
頭
に

な
り
す
ま
し
て
秀
次
の
元
で
過
ご
す
う
ち
に
、
秀
次
の
美
し
い
御
台
へ
の

恋
着
を
生
じ
さ
せ
、
間
者
と
し
て
の
役
割
を
全
う
す
る
た
め
に
視
覚
を
封

じ
よ
う
と
自
身
の
眼
を
損
な
っ
て
本
当
の
座
頭
と
な
っ
た
物
語
を
語
っ

て
い
く
。
こ
こ
で
も
順
慶
は
む
し
ろ
盲
目
と
な
る
こ
と
で
「
見
ま
い
と
心

が
け
た
も
の
が
、
前
よ
り
も
よ
く
見
え
る
」
よ
う
に
な
り
、「
盲
人
の
真

似
を
し
つ
ゝ
、
薄
眼
で
お
づ

く
と
盗
み
視
て
ゐ
た
時
よ
り
も
、
遙
か
に

大
き
く
、
生
き

く
と
見
え
る
の
で
あ
つ
た
」（
そ
の
七
）
と
い
う
結
果

を
も
た
ら
し
た
の
だ
っ
た
。
順
慶
の
場
合
は
触
覚
的
な
機
能
に
は
と
く
に

言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、
視
覚
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
で
よ
り
総
体
的

な
現
実
の
把
握
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
視
覚
の
優

位
性
を
相
対
化
す
る
志
向
は
明
瞭
で
あ
る
。

　

ま
た
見
逃
せ
な
い
の
は
、
初
期
作
品
に
お
い
て
も
谷
崎
が
外
部
世
界
に

対
す
る
体
感
を
強
め
る
契
機
と
し
て
の
︿
盲
目
﹀
を
描
い
て
い
る
こ
と
だ
。

『
秘
密
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
一
・
一
一
）
の
「
私
」
が
映
画
館
で
出
会
っ

た
旧
知
の
「
Ｔ
女
」
と
の
間
で
、
目
隠
し
を
さ
せ
ら
れ
た
う
え
で
人
力
車

に
乗
せ
ら
れ
、
浅
草
の
街
を
引
き
回
さ
れ
た
あ
げ
く
に
辿
り
着
く
家
で
交

わ
り
を
持
つ
の
は
、
小
森
陽
一
も
指
摘
す
る

7
よ
う
に
浅
草
と
い
う
街
を

迷
宮
化
し
、
そ
の
迷
宮
と
し
て
の
街
を
演
技
的
に
体
感
す
る
行
為
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
遊
戯
的
行
為
を
何
度
も
繰
り
返
し
た
後
に
「
私
」
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は
自
分
が
辿
る
経
路
を
知
り
た
く
な
り
、
Ｔ
女
に
乞
う
て
一
瞬
目
隠
し
を

取
っ
て
も
ら
っ
た
際
に
眼
に
し
た
印
判
屋
の
看
板
を
手
が
か
り
と
し
て
、

結
局
彼
女
の
家
を
突
き
止
め
て
し
ま
う
が
、「
長
い
月
日
の
間
、
毎
夜
の

や
う
に
相
乗
り
を
し
て
引
き
摺
り
廻
さ
れ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
雷
門
で
俥
が

く
る

く
と
一
つ
所
を
廻
る
度
数
や
、
右
に
折
れ
左
に
曲
る
回
数
ま
で
、

一
定
し
て
来
て
、
私
は
い
つ
と
な
く
そ
の
塩
梅
を
覚
え
込
ん
で
し
ま
つ

た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
私
」
は
視
覚
で
は
な
く
皮
膚
感
覚
的
な
体
感
に

よ
っ
て
浅
草
の
街
の
姿
を
自
身
の
身
体
に
刻
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
秘
密
』
に
お
け
る
擬
似
的
な
盲
目
は
、
明
ら
か
に
谷
崎
の
な
か
に
外

界
と
の
触
覚
的
な
交
わ
り
へ
の
志
向
が
強
く
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
加
え
て
『
秘
密
』
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
作
品
が
女
装
を
は
じ
め

と
し
て
、
目
隠
し
や
鬼
ご
っ
こ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
要
素
を
含
む
様
々
な

遊
戯
的
行
為
を
は
ら
む
こ
と
と
、
彼
が
触
覚
的
に
外
部
世
界
を
把
握
す
る

こ
と
の
間
に
連
続
性
が
存
在
す
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
今
挙
げ
た
デ
リ
ダ

の
論
考
で
主
題
化
さ
れ
、ま
た
坂
部
恵
が
『「
ふ
れ
る
」
こ
と
の
哲
学
』（
岩

波
書
店
、一
九
八
三
）で「
ふ
れ
る
」と
い
う
動
詞
が
決
し
て「
～
を
ふ
れ
る
」

と
い
う
形
を
と
ら
ず
、
必
ず
「
～
に
ふ
れ
る
」
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に

見
ら
れ
る
用
例
を
取
り
上
げ
て
、「
ふ
れ
る
こ
と
だ
け
が
、
ふ
れ
る
も
の

と
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
の
相
互
嵌
入
、
転
移
、
交
叉
、
ふ
れ
合
い
と
い
っ
た

よ
う
な
力
動
的
な
場
に
お
け
る
生
起
と
い
う
構
造
」
を
も
っ
て
い
る
と
述

べ
る
よ
う
に
、
視
覚
や
聴
覚
と
差
別
化
さ
れ
る
触
覚
の
特
徴
は
そ
の
再
帰

的
な
二
重
性
に
あ
り
、
対
象
に
触
れ
る
身
体
部
位
は
対
象
の
感
触
と
と
も

に
そ
の
部
位
自
体
の
存
在
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。

　

触
覚
の
も
つ
こ
の
再
帰
性
は
、『
秘
密
』
を
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て

谷
崎
の
世
界
を
覆
う
と
も
い
え
る
遊
戯
的
行
為
を
特
徴
づ
け
る
性
格

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
西
村
清
和
は
『
遊
び
の
現
象
学
』（
勁
草
書
房
、

一
九
八
九
）で
こ
の
坂
部
の
論
述
に
言
及
し
つ
つ
、日
本
語
で「
～
を
遊
ぶ
」

と
は
い
わ
ず
に
「
～
で
遊
ぶ
」
と
い
う
の
が
、「
遊
び
手
と
遊
び
相
手
と

の
あ
い
だ
に
お
の
ず
か
ら
生
じ
る
、
主
・
客
わ
か
ち
が
た
い
関
係
、
存
在

様
態
」
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
れ

ば
、「
遊
ぶ
」
行
為
の
対
象
が
外
的
な
事
物
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ

れ
ら
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ
る
自
身
の
身
体
自
体
に
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。
初
期
作
品
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、
谷
崎
の
世
界
に
お

い
て
は
、
日
々
の
生
活
に
倦
怠
や
停
滞
を
覚
え
た
人
物
が
、
そ
こ
か
ら
の

脱
却
を
目
指
し
て
遊
び
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
展
開
を
と

る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、︿
盲
目
﹀
を
機
縁
と
し
て
触
覚
的
世
界
に
生
き

る
こ
と
に
な
る
人
物
を
繰
り
返
し
描
い
た
の
も
、
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
形
に

ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

２　
触
覚
の
な
か
の
交
わ
り

　

こ
う
し
た
触
覚
と
遊
戯
の
親
近
性
を
踏
ま
え
れ
ば
、
盲
目
の
人
物
を
語

り
手
な
い
し
主
人
公
と
す
る
谷
崎
作
品
を
眺
め
る
際
に
、
彼
ら
が
失
明
を

機
に
内
面
の
想
像
世
界
の
住
人
と
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
へ
の

疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
と
く
に
『
春
琴
抄
』
に
つ
い
て
は
、
佐
助
が
自
身

を
盲
目
と
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
己
の
内
の
彼
女
の
美
し
い
像
を
絶
対

化
し
、
永
遠
化
す
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
伊
藤
整
は

文
化
的
、
社
会
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
い
っ
た

潮
流
が
混
在
し
て
い
た
昭
和
初
年
代
の
「
騒
然
た
る
時
代
の
混
乱
」
の
な

か
に
あ
っ
て
、
自
身
を
盲
目
と
す
る
こ
と
で
「
春
琴
の
美
し
さ
を
永
遠
に

自
分
の
心
内
に
保
ち
得
た
」
佐
助
の
振
舞
い
が
、「
こ
の
時
期
の
芸
術
家
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と
し
て
の
谷
崎
の
存
在
の
仕
方
を
象
徴
的
に
示
し
て
ゐ
る
」
と
し
て
い
る

8
。

ま
た
中
村
光
夫
は
失
明
を
契
機
に
「
想
像
の
裡
」
に
実
在
の
春
琴
と
は
別

個
の
「
貴
い
女
人
」
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
佐
助
の
「
至
福
」
は
「
春
琴

の
死
に
よ
っ
て
さ
え
お
び
や
か
さ
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ

9
、
野
口
武
彦
は

針
で
眼
を
突
く
こ
と
に
よ
っ
て
白
濁
し
た
世
界
の
な
か
で
浮
か
び
上
が

る
春
琴
の
「
円
満
微
妙
な
色
白
の
顔
」
が
、
谷
崎
的
女
人
の
色
彩
で
あ
る

「
白
」
の
な
か
に
彼
女
が
包
摂
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
い
う
、
伊
藤
、
中

村
と
は
や
や
別
個
の
視
点
な
が
ら
、
や
は
り
盲
目
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
「
距
離
」
が
相
手
を
理
想
化
す
る
と
い
う
構
図
の
な
か
で
こ
の
作
品
を

捉
え
て
い
る

10
。

　

も
っ
と
も
対
象
を
自
身
の
想
像
力
の
な
か
で
独
自
に
養
う
こ
と
に
よ

っ
て
理
想
的
な
美
の
具
現
と
す
る
と
い
う
「
結
晶
作
用
」11
が
、
そ
の
主

体
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
三

島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』（『
新
潮
』
一
九
五
六
・
一
～
一
〇
）
の
主
人
公
の

「
結
晶
作
用
」
は
む
し
ろ
佐
助
よ
り
も
し
た
た
か
で
あ
り
、
幼
時
よ
り
父

か
ら
美
の
極
致
と
し
て
聞
か
さ
れ
て
き
た
金
閣
が
、
実
際
に
出
会
っ
て
み

る
と
幻
滅
し
か
も
た
ら
さ
な
い
み
す
ぼ
ら
し
い
建
造
物
で
あ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
郷
里
に
戻
っ
て
か
ら
の
日
々
に
お
い
て
再
び
そ
の
美
を
取

り
戻
し
、
や
が
て
彼
の
内
面
を
支
配
す
る
力
を
振
る
う
絶
対
的
な
存
在
に

な
っ
て
い
く
の
だ
っ
た
。
谷
崎
の
作
品
の
系
譜
に
お
い
て
も
、晩
年
の『
少

将
滋
幹
の
母
』（『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
九
・
一
一
～
五
〇
・
二
）
の
主
人
公
は
、

幼
時
に
父
の
ラ
イ
バ
ル
に
奪
わ
れ
た
母
の
美
し
か
っ
た
像
を
脳
裏
に
養

い
つ
づ
け
、
四
十
年
後
に
再
会
を
遂
げ
る
平
安
貴
族
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で

は
文
字
通
り
の
空
間
的
な
距
離
が
母
の
幻
像
を
強
固
に
す
る
条
件
と
し

て
働
い
て
い
る
。「
距
離
」
が
対
象
を
美
的
に
理
想
化
す
る
と
い
う
野
口

の
前
提
は
疑
え
な
い
も
の
の
、
そ
の
「
距
離
」
を
も
た
ら
す
方
途
は
多
様

に
あ
り
、
自
身
の
視
界
を
喪
失
さ
せ
て
そ
れ
を
実
現
す
る
と
い
う
佐
助
の

や
り
方
は
過
剰
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
の
過
剰
さ
に
こ
そ
『
春
琴
抄
』
と
い
う
作
品
の
眼
目
が
あ

る
が
、
谷
崎
が
佐
助
を
盲
目
に
す
る
動
機
は
、
視
界
の
喪
失
と
引
き
替
え

に
彼
を
「
永
劫
不
変
の
観
念
境
」
に
立
て
籠
も
ら
せ
る
と
と
も
に
、
佐

助
を
師
匠
と
同
じ
盲
人
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
互
い
を
ま
さ
ぐ

り
合
う
触
覚
の
世
界
に
生
か
し
、
と
く
に
そ
れ
に
よ
っ
て
佐
助
が
春
琴
と

い
う
女
性
を
あ
ら
た
め
て
深
く
︿
知
る
﹀
境
地
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
四
十
歳
を
過
ぎ
て
視
覚
を
失
っ
た
佐
助
に
と
っ
て
自
身
の

日
常
生
活
が
不
自
由
に
な
る
と
と
も
に
、
春
琴
に
仕
え
る
と
い
う
仕
事
が

困
難
を
極
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
推
察
さ
れ
る
が
、
叙
述
に
よ
れ

ば
彼
は
そ
の
不
如
意
を
楽
し
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
り
、
風
呂
を
使
う
時
も

「
手
数
の
掛
か
る
こ
と
は
論
外
で
あ
つ
た
ら
う
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
「
手
数
」
の
煩
雑
さ
は
二
人
に
と
っ
て
愉
楽
の
源
泉
で
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

万
事
が
そ
ん
な
調
子
だ
か
ら
と
て
も
や
ゝ
こ
し
く
て
見
て
ゐ
ら
れ
な
い
、

よ
く
ま
あ
あ
れ
で
や
つ
て
行
け
る
と
思
へ
た
が
当
人
た
ち
は
さ
う
云
ふ
面

倒
を
享
楽
し
て
ゐ
る
も
の
ゝ
如
く
云
は
ず
語
ら
ず
細
や
か
な
愛
情
が
交
は

さ
れ
て
ゐ
た
。
按
ず
る
に
視
覚
を
失
つ
た
相
愛
の
男
女
が
触
覚
の
世
界
を

楽
し
む
程
度
は
到
底
わ
れ
等
の
想
像
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
さ
す
れ
ば

佐
助
が
献
身
的
に
春
琴
に
仕
へ
春
琴
が
ま
た
怡い
ゝ々

と
し
て
そ
の
奉
仕
を
求

め
互
ひ
に
倦
む
こ
と
を
知
ら
な
か
つ
た
の
も
訝
し
む
に
足
り
な
い
。

　

こ
の
く
だ
り
で
は
、
は
っ
き
り
と
佐
助
が
視
覚
を
失
う
こ
と
が
、
彼
が

春
琴
と
と
も
に
「
触
覚
の
世
界
を
楽
し
む
」
契
機
と
な
っ
た
こ
と
が
示
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さ
れ
て
い
る
。
千
葉
俊
二
は
彼
ら
が
辿
り
着
く
こ
う
し
た
境
地
に
つ
い

て
、
冒
頭
に
触
れ
た
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、『
春
琴

抄
』
で
成
就
さ
れ
て
い
る
も
の
が
「
触
覚
と
聴
覚
を
中
心
と
す
る
、
極
め

て
生
々
し
い
官
能
的
悦
び
に
支
え
ら
れ
た
共
感
覚
的
な
法
悦
境
」
で
あ

り
、「
諸
感
覚
の
相
互
作
用
の
生
み
だ
す
こ
う
し
た
感
覚
的
調
和
、
い
わ

ば
感
覚
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
」
が
谷
崎
の
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る
12
。
こ
れ
は
こ
こ
で
の
視
角
と
も
重
な
る
把
握
で
、
谷
崎
の
な
か
に
視

覚
優
位
の
近
代
を
相
対
化
す
る
志
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
け
れ

ど
も
『
秘
密
』
に
始
ま
る
と
い
え
る
谷
崎
的
︿
盲
人
﹀
の
系
譜
を
辿
れ
ば
、

谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
は
や
は
り
外
界
や
他
者
と
の
触
覚
的
交
流
に
よ

り
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
『
春
琴
抄
』
は
そ
の
極
点
を
な
す
作
品
だ
が
、
引
用
し
た
風
呂
場
の
場

面
で
強
く
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
も
の
が
男
女
の
性
交
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
ろ
う
。「
相
愛
の
男
女
が
触
覚
の
世
界
を
楽
し
む
」
と
は
性
交

の
い
い
換
え
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
作
品
に
至
っ
て
谷
崎
は
は
じ
め
て
男

女
の
エ
ロ
ス
的
な
関
係
を
濃
密
に
描
く
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
女
性

美
へ
の
執
着
を
表
向
き
の
主
た
る
主
題
と
し
な
が
ら
、
谷
崎
が
性
交
自
体

を
直
接
描
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
描
写
を
盛
り
込
む
こ

と
も
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
検
閲
に
よ
る
処
分
を
恐
れ
て
の

配
慮
で
あ
る
と
同
時
に
、
谷
崎
の
な
か
に
あ
る
遊
戯
的
な
世
界
へ
の
傾

斜
が
性
的
な
濃
密
さ
を
希
釈
す
る
か
ら
で
あ
り
、『
秘
密
』
に
お
い
て
も
、

「
私
」
が
目
隠
し
を
さ
れ
て
連
れ
て
行
か
れ
る
Ｔ
女
の
家
で
「
夜
半
の
二

時
頃
迄
遊
ん
で
は
、
ま
た
目
か
く
し
を
し
て
、
雷
門
ま
で
送
り
返
さ
れ
た
」

と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
こ
で
常
識
的
に
想
起
さ
れ
る
性
関
係
は
隠

蔽
さ
れ
て
い
た
。

  

い
い
か
え
れ
ば
、
谷
崎
の
人
物
た
ち
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な
の
は
、

停
滞
し
た
日
常
世
界
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
生
の
昂

揚
感
で
あ
り
、
そ
れ
が
遊
戯
的
な
「
ご
っ
こ
」
の
世
界
に
入
り
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
異
性
と
の
性
関
係
は
必
須
の
も
の
と
し

て
は
求
め
ら
れ
な
い
。『
痴
人
の
愛
』（『
大
阪
朝
日
新
聞
』一
九
二
四
・
三
～
六
、

『
女
性
』
一
九
二
四
・
一
一
～
二
五
・
七
）
の
譲
治
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
の

は
ナ
オ
ミ
と
の
間
で
持
つ
「
夫
婦
ご
っ
こ
」
の
遊
戯
的
な
交
わ
り
で
あ
り
、

彼
女
と
の
間
で
性
関
係
を
持
つ
こ
と
は
、
む
し
ろ
彼
女
の
は
ら
む
不
羈
の

野
性
を
眼
覚
め
さ
せ
、
彼
ら
の
関
係
を
崩
壊
さ
せ
る
引
き
金
と
も
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
の
は
、
春
琴
と
佐

助
の
間
に
明
瞭
な
主
従
の
上
下
関
係
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の

間
に
性
的
な
親
和
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
証
す
よ
う
に
彼
ら
の

間
に
都
合
四
人
の
子
供
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
男
女

対
等
の
異
性
愛
の
神
話
を
相
対
化
し
、
上
下
の
落
差
の
明
確
な
男
女
を
安

定
し
た
関
係
と
し
て
提
示
す
る
と
い
う
の
は
、『
蓼
喰
ふ
虫
』（『
大
阪
毎

日
／
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
二
八
・
一
二
～
二
九
・
六
）
の
趣
向
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
主
人
公
の
妻
美
佐
子
の
父
と
若
い
妾
の
お
久
の
関
係
は
、
美
佐

子
の
父
が
す
で
に
老
境
に
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
性
の
匂
い
は
や
は
り
希

薄
で
あ
る
。
一
方
少
年
期
か
ら
春
琴
に
長
く
仕
え
た
佐
助
は
、
彼
女
と
の

間
で
恒
常
的
な
性
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
親
和
を
一
層
強
化
す
る
契

機
が
彼
の
意
図
的
な
失
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
交
わ
り
を
触
覚
的

な
次
元
で
濃
密
化
し
て
描
く
こ
と
が
、
性
交
を
強
く
暗
示
す
る
こ
と
に
な

る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
背
後
に
谷
崎
の
最
愛
の
人
と
な
る
根
津
松

子
と
の
交
情
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
現
実
的
な
文
脈
と
は
別

に
、
こ
の
盲
目
同
士
の
師
弟
間
に
お
け
る
触
覚
的
な
交
わ
り
こ
そ
が
、
こ

の
作
品
に
現
出
し
た
谷
崎
的
︿
恋
愛
﹀
の
境
地
で
あ
っ
た
。

　

従
来
谷
崎
の
作
品
群
は
、
そ
の
遊
戯
的
な
傾
向
や
女
性
崇
拝
的
な
一
方



84

—
　

自
 由

 論
 文

　
—

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 23 号（2019）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies, Vol. 23 (2019)

向
性
の
反
照
と
し
て
、︿
恋
愛
﹀
な
い
し
そ
の
心
理
の
描
出
が
欠
け
た
世

界
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
く
に
『
春
琴
抄
』

に
つ
い
て
は
、
春
琴
と
佐
助
が
思
い
合
う
心
理
が
な
い
と
い
う
指
摘
が

発
表
当
初
か
ら
横
光
利
一
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ

13
、
近
年
に
お
い
て
は
河

野
多
恵
子
が
こ
の
作
品
を
は
じ
め
と
す
る
谷
崎
文
学
に
「
恋
愛
欠
落
の
文

学
」
と
い
う
括
り
を
与
え
て
い
る
。
河
野
は
『
谷
崎
文
学
と
肯
定
の
欲
望
』

（
文
藝
春
秋
、一
九
七
六
）の
な
か
で
こ
の
括
り
を
与
え
る
理
由
と
し
て
、「
恋

愛
を
、
異
性
愛
を
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
、
男
お
よ
び
女
と
い
う
二
性
別

者
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
お
よ
び
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
い
う
性
愛
を

存
在
さ
せ
る
の
は
、
二
人
の
性
的
無
性
別
者
で
あ
る
」
と
い
う
谷
崎
文
学

に
お
け
る
特
質
を
挙
げ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
谷
崎
が
異
議
を
唱
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
ま
さ
に

こ
う
し
た
紋
切
り
型
の
考
え
方
に
対
し
て
で
あ
る
。『
卍
』（『
改
造
』

一
九
二
八
・
三
～
三
〇
・
四
、
断
続
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
性
愛
の
対
象
は

異
性
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
今
言
及
し
た
よ
う
に
『
蓼
喰

ふ
虫
』
で
は
男
女
が
対
等
の
位
置
で
愛
し
合
う
と
い
う
近
代
の
神
話
が
意

識
的
に
揶
揄
さ
れ
て
い
た
。
谷
崎
の
世
界
に
お
い
て
は
エ
ロ
ス
性
を
は
ら

ん
だ
親
密
さ
は
同
性
同
士
の
間
に
お
い
て
も
、
歳
が
親
子
ほ
ど
離
れ
た
男

女
の
間
や
、
肌
を
ま
さ
ぐ
り
合
う
盲
目
の
師
弟
の
間
に
お
い
て
も
成
立
し

う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
広
く
︿
恋
愛
﹀
の
地
平
に
置
き
う
る
境
地
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
性
愛
行
為
を
異
性
愛
に
限
定
せ
ず
柔
軟
に
捉
え

よ
う
と
す
る
現
代
に
お
け
る
方
向
性
と
も
連
続
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

根
底
に
あ
る
も
の
は
エ
ロ
ス
的
な
昂
揚
感
が
人
間
の
生
命
を
活
性
化
す

る
こ
と
へ
の
希
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

性
交
は
そ
れ
が
端
的
に
顕
在
化
す
る
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
何
よ
り

も
触
覚
の
次
元
に
お
い
て
男
女
が
合
一
す
る
行
為
で
あ
る
な
ら
ば
、
佐
助

に
春
琴
と
同
じ
世
界
を
体
感
し
、
共
有
し
よ
う
と
す
る
合
一
の
志
向
が
付

与
さ
れ
て
い
る
の
は
当
然
の
前
提
で
あ
る
だ
ろ
う
。
前
半
の
叙
述
で
、
佐

助
に
「
何
か
に
つ
け
て
彼
女
に
同
化
し
や
う
と
す
る
熱
烈
な
愛
情
」
が
あ

り
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
佐
助
自
身
が
三
味
線
の
弾
き
手
と
な
る
こ

と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
盲
人
で
あ
る
春
琴
の

手
引
き
を
す
る
役
と
し
て
彼
女
の
傍
ら
に
仕
え
て
い
た
佐
助
が
自
身
も

三
味
線
の
世
界
に
入
っ
て
い
こ
う
と
し
た
の
は
、
彼
女
へ
の
「
同
化
」
の

欲
求
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
秘
か
に
三
味
線
の
稽
古
を
始

め
た
当
初
、
彼
が
音
を
同
輩
に
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
深
夜
押
入
に
籠
も

り
、
暗
闇
の
な
か
で
弦
を
弾
い
て
い
る
際
に
も
、「
盲
目
の
人
は
常
に
か

う
云
ふ
闇
の
中
に
ゐ
る
こ
い
さ
ん
︹
＝
春
琴
︺
も
亦
此
の
闇
の
中
で
三
味

線
を
弾
き
な
さ
る
の
だ
と
思
ふ
と
、
自
分
も
同
じ
暗
黒
世
界
に
身
を
置
く

こ
と
が
此
の
上
も
な
く
楽
し
か
つ
た
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
て
い
る
。　

　

こ
こ
で
も
佐
助
は
す
で
に
体
感
的
に
自
己
と
春
琴
を
︿
重
ね
合
わ
せ
て
﹀

い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
が
春
琴
と
交
わ
す
こ
と
に
な
る
性
交
の
予
兆

的
な
ほ
の
め
か
し
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
河
野
多
恵
子
が

佐
助
の
「
失
明
願
望
」
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
彼
の
な
か
に
こ
の
春
琴
の

世
界
と
「
同
化
」
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
明
確
に
存
在
す
る
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
彼
女
が
賊
に
襲
わ
れ
て
熱
湯
を
顔
に
浴
び
せ
ら
れ
た
際
に
、
自
身

の
眼
を
針
で
突
い
て
み
ず
か
ら
を
も
盲
目
と
す
る
展
開
が
も
た
ら
さ
れ

た
起
点
が
佐
助
自
身
に
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
春
琴
の
美
貌
を
損
ね
た
人
物
が
、
勝
ち
気
で
驕
慢
な
彼
女
の

教
授
に
服
従
さ
せ
ら
れ
て
い
た
弟
子
の
な
か
の
一
人
と
常
識
的
に
考
え

ら
れ
て
い
た
の
に
異
を
唱
え
る
形
で
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
作
家
、

研
究
者
ら
に
よ
る
「
犯
人
探
し
」
の
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
そ
の
際
唱
え
ら
れ
た
「
佐
助
犯
人
説
」「
春
琴
自
害
説
」
の
う
ち
主

流
を
な
し
た
の
は
前
者
で
、
河
野
多
恵
子
や
野
坂
昭
如
は
、
春
琴
に
健
気

に
仕
え
つ
づ
け
た
佐
助
こ
そ
が
春
琴
に
熱
湯
を
浴
び
せ
た
犯
人
で
あ
る

と
主
張
し

14
、
千
葉
俊
二
や
多
田
道
太
郎
も
そ
の
説
を
支
持
し
た

15
。
そ

の
論
理
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
、
佐
助
の
な
か
に
「
盲
目
願
望
」
が
あ

り
、
自
身
を
盲
目
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
の
出
来
を
彼
は
秘
か
に

望
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
、
佐
助
を
文
字
通
り

の
「
犯
人
」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
蓋
然
性
を
は
ら
ん
だ
人
物
と
し

て
捉
え
る
か
に
は
解
釈
の
濃
淡
が
あ
り
、
千
葉
が
「
春
琴
に
火
傷
を
負
わ

せ
た
犯
人
は
佐
助
で
あ
っ
た
と
見
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
」
と
断
定

す
る
の
に
対
し
て
、河
野
は
佐
助
の
「
失
明
願
望
」
を
強
調
す
る
一
方
で
、

事
件
の
関
与
に
つ
い
て
は
彼
を
「
特
に
疑
わ
し
い
人
物
」
と
す
る
に
と
ど

め
て
い
る
。

　
「
佐
助
犯
人
説
」
に
対
抗
し
て
唱
え
ら
れ
た
「
春
琴
自
害
説
」
は
少
数

派
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
動
機
よ
り
も
春
琴
が
火
傷
を
負
っ
た
状
況
か
ら
春

琴
が
み
ず
か
ら
熱
湯
を
自
身
に
浴
び
せ
た
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
秦
恒
平
は
、
外
部
か
ら
賊
が
押
し
入
っ
た
に
し

て
は
そ
の
気
配
に
佐
助
も
春
琴
も
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
春
琴
が
「「
静
か

に
」
仰
向
い
て
臥
て
い
た
」
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
が
覚
悟
の
う
え
で
自
身

を
害
し
た
と
い
う
説
を
述
べ
て
い
る

16
。
ま
た
谷
崎
研
究
者
の
永
栄
啓
伸

も
、
行
為
を
賊
の
仕
業
と
見
せ
か
け
つ
つ
、
佐
助
と
の
「
黙
契
」
に
よ
っ

て
、
老
い
に
よ
る
自
身
の
美
が
崩
落
を
来
す
前
に
あ
え
て
醜
貌
を
先
取
り

し
、
佐
助
の
失
明
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
論
を
示
し
て
い
る

17
が
、
い
ず

れ
も
結
果
か
ら
動
機
を
遡
及
的
に
引
き
出
し
た
解
釈
と
し
て
の
性
格
が

強
い
と
い
え
よ
う
。

３  

野
性
と
し
て
の
春
琴

　

こ
の
よ
う
な
議
論
が
あ
ら
た
め
て
叢
生
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

語
り
手
が
春
琴
を
害
し
た
者
の
正
体
を
示
唆
し
て
い
な
い
か
ら
で
、
伏
線

と
し
て
勝
ち
気
で
驕
慢
な
春
琴
の
行
状
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
た
、
利
太
郎

の
よ
う
な
弟
子
た
ち
が
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
恨
み
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
も
の
の
、
伏
線
に
照
応
す
る
帰
結
が
語
ら
れ
な
い
た
め
に
、
そ
の
空
白

を
補
う
形
で
佐
助
な
い
し
春
琴
自
身
が
遂
行
の
主
体
と
し
て
浮
か
び
上

が
っ
て
き
て
い
た
。
け
れ
ど
も
重
要
な
の
は
、
や
る
気
の
な
い
稽
古
の
態

度
が
春
琴
を
激
怒
さ
せ
、
撥
に
よ
っ
て
眉
間
を
割
ら
れ
た
利
太
郎
や
、
あ

る
い
は
や
は
り
撥
で
顔
に
傷
を
付
け
ら
れ
た
少
女
の
父
親
と
い
っ
た
、
常

識
的
な
蓋
然
性
の
高
い
人
び
と
の
帰
趨
が
語
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
む
し
ろ

そ
こ
に
谷
崎
の
趣
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
火
傷
に
よ
る
春
琴
の
美
貌
の
喪
失
は
明
ら
か
に
佐
助
に
と

っ
て
は
天
恵
な
い
し
恩
寵
で
あ
り
、
そ
れ
を
奇
貨
と
す
る
こ
と
で
春
琴
と

同
一
の
世
界
を
共
有
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
念
願
を
叶
え
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
春
琴
を
害
し
た
の
は
む
し
ろ
︿
天
﹀

や
︿
神
﹀
と
い
っ
た
抽
象
的
な
主
体
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事

実
こ
の
作
品
で
は
そ
う
し
た
超
越
的
な
主
体
へ
の
言
及
が
ち
り
ば
め
ら

れ
て
お
り
、
具
体
的
な
人
間
の
所
行
と
し
て
の
側
面
が
抑
え
ら
れ
て
い

る
。
両
眼
の
明
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
春
琴
に
告
げ
る
際
に
、
佐
助
は
「
定

め
し
神0、

、

、
様
も

0

0

私
の
志
を
憐
れ
み
願
ひ
を
聞
き
届
け
て
下
す
つ
た
の
で
ご

ざ
り
ま
せ
う
」（
傍
点
引
用
者
）
と
言
っ
て
お
り
、
ま
た
末
尾
に
近
い
く

だ
り
で
は
、
春
琴
の
受
難
に
つ
い
て
「
天0、

、は0

痛
烈
な
試
練
を
降
し
て
生
死

の
巌
頭
に
彷
徨
せ
し
め
増
上
慢
を
打
ち
砕
い
た
」（
傍
点
引
用
者
）
と
語

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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現
実
的
に
は
、「
前
掲
の
少
女
の
父
親
よ
り
も
利
太
郎
を
疑
ふ
方
が
順

当
の
や
う
に
思
は
れ
る
」
と
「
私
」
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
春
琴
に
恨

み
を
持
っ
て
い
る
周
囲
の
誰
か
が
犯
行
に
及
ん
だ
可
能
性
が
高
い
は
ず

だ
が
、
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
は
犯
人
が
確
定
に
至
ら
な
か
っ
た

か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
春
琴
の
気
質
に
よ
る
日
々
の
振
舞
い
が
総
体
と
し

て
自
身
に
招
い
た
厄
災
と
し
て
、
そ
の
受
難
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
今
の
引
用
で
も
「
増
上
慢
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
春
琴
の
性
格
に
傲
慢
な
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。

そ
し
て
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
主
人
公
が
蒙
る
受
難
が
、
そ
の
「
ヒ
ュ
ブ
リ
ス

（
傲
慢
、
驕
慢
）」
を
神
明
が
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
、

春
琴
も
ヒ
ュ
ブ
リ
ス
の
主
体
と
し
て
悲
劇
的
な
運
命
と
遭
遇
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
む
し
ろ
そ
の
た
め
に
、
彼
女
と

佐
助
の
和
合
が
宿
命
的
な
色
合
い
を
帯
び
、
世
俗
の
埒
外
の
世
界
に
彼
ら

を
置
き
う
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
佐
助
が
盲
目
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
移
行
す
る
、
触
覚
と
聴
覚
を

も
っ
ぱ
ら
と
す
る
世
界
は
、
視
覚
を
第
一
義
と
す
る
︿
晴
眼
者
﹀
た
ち
の

生
き
る
現
実
世
界
と
は
別
個
の
彼
岸
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

示
唆
す
る
よ
う
に
、
視
界
を
失
っ
た
直
後
の
感
慨
と
し
て
「
つ
い
二
た
月

前
迄
の
お
師
匠
様
の
円
満
微
妙
な
色
白
の
顔
が
鈍
い
明
り
の
圏
の
中
に

来
迎
仏
の
如
く
浮
か
ん
だ
」と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
春
琴
の
顔
が「
来

迎
仏
」
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
含
意
は
明
瞭
で
、
浄
土
教
信
仰

の
な
か
で
臨
終
を
迎
え
た
人
間
を
極
楽
浄
土
へ
い
ざ
な
う
と
さ
れ
る
阿

弥
陀
如
来
に
春
琴
が
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
以
降
佐
助
が
生
き

る
の
が
現
世
で
は
な
い
︿
浄
土
﹀
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の

︿
浄
土
﹀
と
化
し
た
現
世
に
お
い
て
、
相
互
の
肌
を
触
れ
合
う
交
わ
り
に

よ
っ
て
彼
ら
の
親
密
さ
は
そ
の
強
度
を
増
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
前
半
の

叙
述
に
お
い
て
も
「
佐
助
の
如
き
は
春
琴
の
肉
体
の
巨
細
を
知
り
悉つ
く

し
て

剰あ
ま

す
所
な
き
に
至
り
月
並
の
夫
婦
関
係
や
恋
愛
関
係
の
夢
想
だ
に
も
し

な
い
密
接
な
縁
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
春
琴
の
受
難

は
「
来
迎
仏
」
と
し
て
佐
助
を
そ
の
「
密
接
な
縁
」
を
成
就
さ
せ
る
別
乾

坤
に
い
ざ
な
う
機
縁
で
あ
る
以
上
、
卑
小
な
恨
み
つ
ら
み
の
結
果
と
し
て

の
側
面
は
捨
象
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
佐
助
を
魅
了
し
、「
同
化
」
を
望
ん
だ
対
象
が
、
火
傷
を
負

わ
さ
れ
た
後
の
、
老
境
に
さ
し
か
か
っ
た
春
琴
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で

勝
ち
気
で
驕
慢
な
振
舞
い
に
よ
っ
て
佐
助
を
含
む
周
囲
の
人
間
を
思
う

ま
ま
に
従
え
て
い
た
春
琴
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
と
す
れ

ば
、
佐
助
は
単
に
春
琴
の
美
貌
に
よ
っ
て
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
気
質

ま
で
含
ん
だ
技
芸
者
と
し
て
の
彼
女
の
全
体
的
な
存
在
に
魅
せ
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
作
中
の
叙
述
に
明
確
に
語
ら
れ
て
お
り
、

春
琴
の
盲
目
を
憐
れ
む
感
情
が
周
囲
に
あ
っ
た
こ
と
を
佐
助
は
「
心
外

千
万
」
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。

わ
し
は
お
師
匠
様
の
お
顔
を
見
て
お
気
の
毒
と
か
お
可
哀
さ
う
と
か
思
つ

た
こ
と
は
一
遍
も
な
い
ぞ
お
師
匠
様
に
比
べ
る
と
眼
明
き
の
方
が
み
じ
め

だ
ぞ
お
師
匠
様
が
あ
の
御
気
象
と
御
器
量
で
何
で
人
の
憐
れ
み
を
求
め
ら

れ
よ
う
（
中
略
）、
わ
し
や
お
前
達
は
眼
鼻
が
揃
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
外
の

事
は
何
一
つ
お
師
匠
様
に
及
ば
ぬ
わ
し
た
ち
の
方
が
片
羽
で
は
な
い
か
と

云
つ
た
。
但
し
そ
れ
は
後
の
話
で
佐
助
は
最
初
燃
え
る
や
う
な
崇
拝
の
念

を
旨
の
奥
底
に
秘
め
な
が
ら
ま
め

く
し
く
仕
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う

　

こ
こ
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
、
美
し
い
春
琴
が
同
時
に
盲
目
を
物
と

も
せ
ぬ
よ
う
な
烈
し
い
「
気
象
」
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
の
烈
し
さ
が
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投
影
さ
れ
た
三
味
線
の
芸
へ
の
賛
嘆
を
含
め
て
、
佐
助
が
彼
女
へ
の
「
燃

え
る
や
う
な
崇
拝
の
念
」
を
抱
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
佐
助
の

春
琴
へ
の
「
崇
拝
」
が
そ
の
美
貌
だ
け
に
あ
る
な
ら
、
彼
が
当
初
押
入
に

隠
れ
て
三
味
線
の
稽
古
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
苦
労
を
わ
ざ
わ
ざ
自
分

に
課
す
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
彼
自
身
が
三
味
線
の
弾
き
手
に
な
ろ

う
と
し
た
の
は
、
や
は
り
彼
が
春
琴
の
技
芸
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
ず
、
さ
ら
に
そ
の
技
芸
に
強
い
芯
を
入
れ
て
い
る
彼
女
の
強
い

「
気
象
」
に
も
惹
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
佐
助
が
ど
れ
ほ
ど
春
琴
に

苛
酷
に
扱
わ
れ
よ
う
と
一
向
に
厭
わ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
マ
ゾ
ヒ
ス
ト

的
な
気
質
に
加
え
て
、
そ
の
烈
し
さ
が
彼
女
の
技
芸
の
基
底
を
な
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
の
烈
し
い
「
気
象
」
が
そ
の

技
芸
に
映
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
「
春
琴
の
三
弦
が
男
性
的
で
あ
つ
た
」
と

記
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
あ
る
「
老
芸
人
」
の
述
べ
る
、「
春
琴
の
三

味
線
を
蔭
で
聞
い
て
ゐ
る
と
音
締
が
冴
え
て
ゐ
て
男
が
弾
い
て
ゐ
る
や

う
に
思
へ
た
音
色
も
単
に
美
し
い
の
み
で
な
く
て
変
化
に
富
み
時
に
は

沈
痛
な
深
み
の
あ
る
音
を
出
し
た
と
い
ふ
い
か
さ
ま
女
子
に
は
珍
し
い

妙
手
で
あ
つ
た
ら
し
い
」
と
い
う
話
に
よ
っ
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

  

そ
の
点
で
や
は
り
春
琴
も
、
ナ
オ
ミ
に
代
表
さ
れ
る
、
谷
崎
の
男
性
た

ち
を
惹
き
つ
け
る
烈
し
い
野
性
を
は
ら
ん
だ
女
性
で
あ
っ
た
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
春
琴
は
佐
助
を
含
む
弟
子
た
ち
を
否
応
な
く
打
擲
す
る
よ
う
な

気
性
の
烈
し
さ
を
持
つ
と
と
も
に
、
自
身
の
も
ろ
も
ろ
の
欲
求
に
も
忠
実

な
女
性
で
あ
り
、
自
分
の
世
話
を
す
る
者
た
ち
に
質
素
な
生
活
を
強
い
な

が
ら
自
身
は
美
食
を
楽
し
み
、
ま
た
性
欲
も
旺
盛
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が

わ
れ
る
。
佐
助
の
失
明
後
に
彼
と
の
間
に
性
的
な
親
和
が
成
就
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
も
彼
と
の
間
で
性
交
渉

を
持
つ
こ
と
が
一
再
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
春
琴
が

十
七
歳
、
佐
助
が
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
早
い
段
階
で
春
琴
は
妊
娠
し
て
お

り
、
そ
の
相
手
を
彼
女
は
決
し
て
明
か
さ
な
か
っ
た
も
の
の
佐
助
以
外
で

は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
前
後
に
春
琴
は
佐
助
と
夫
婦
と
な
る
こ
と
を

周
囲
に
勧
め
ら
れ
た
も
の
の
、
奉
公
人
風
情
と
の
縁
組
み
な
ど
思
い
も
よ

ら
ぬ
と
言
っ
て
峻
拒
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
春
琴
の
矜
持
は
佐
助
を
公
的

な
形
で
夫
と
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
と
性
関
係
を

重
ね
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
佐
助
が
彼
女
の
性
欲
を
解
消
す
る
相
手

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
彼
女
の
快
楽
が
聴
覚

と
、
味
覚
を
含
む
触
覚
の
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
美
食
と
と
も

に
後
者
の
中
核
を
な
す
と
い
え
る
性
交
渉
に
対
し
て
彼
女
が
意
欲
的
で

あ
る
の
は
ご
く
自
然
な
傾
斜
で
あ
ろ
う
。

  

そ
し
て
佐
助
が
こ
う
し
た
野
性
を
は
ら
ん
だ
存
在
と
し
て
の
春
琴
に
惹

か
れ
た
よ
う
に
、
春
琴
自
身
も
︿
自
然
﹀
に
惹
か
れ
る
主
体
で
あ
っ
た
こ

と
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
谷
崎
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
て
き
た
、
人

為
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
精
彩
や
美
質
を
一
層
発
揮
す
る
自
然

の
生
命
の
牽
引
が
『
春
琴
抄
』
に
も
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
意
味
で
は
春
琴

自
身
が
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
彼
女
が
趣
味
と
し
て
強
い
愛
着
を
示

す
鶯
の
鳴
き
声
は
、『
吉
野
葛
』（『
中
央
公
論
』
一
九
三
一
・
一
～
二
）
に
現

れ
る
、
過
剰
に
柿
を
熟
さ
せ
て
で
き
る
「
ず
く
し
」
な
ど
と
連
続
す
る
、

自
然
と
人
為
の
融
合
物
と
し
て
洗
練
さ
れ
た
精
華
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鶯

が
「
美
し
い
金
属
製
の
余
韻
」
を
残
す
鳴
き
声
を
出
す
に
は
、「
ま
だ
尾

の
生
え
ぬ
時
に
生
け
捕
つ
て
来
て
別
な
師
匠
の
鶯
に
附
け
て
稽
古
さ
せ

る
」
と
い
う
「
人
為
的
な
手
段
」
が
必
要
で
あ
り
、
優
れ
た
資
質
の
鶯
を

そ
の
よ
う
に
仕
込
ん
だ
結
果
生
み
出
さ
れ
る
鳴
き
声
は
「
人
工
の
極
致
を

尽
し
た
楽
器
の
や
う
で
鳥
の
声
と
は
思
は
れ
な
か
つ
た
」
と
い
う
域
に
達

す
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
『
春
琴
抄
』
に
は
い
わ
ば
、
人
為
の
︿
技
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芸
﹀
に
よ
っ
て
美
質
を
発
揮
す
る
︿
自
然
﹀
の
存
在
へ
の
憧
憬
、
愛
着

が
︿
佐
助
→
春
琴
﹀、︿
春
琴
→
鶯
﹀
の
二
つ
の
形
で
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、

後
者
の
明
示
性
が
、
佐
助
の
春
琴
に
対
す
る
賛
嘆
と
従
属
の
内
実
を
間
接

的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

        

４　
〈
手
探
り
〉
の
物
語
叙
述

　

谷
崎
の
作
品
世
界
に
繰
り
返
し
現
れ
る
、
こ
う
し
た
自
然
の
生
命
の
牽

引
を
、
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も
端
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
が
『
猫
と
庄

造
と
二
人
の
を
ん
な
』（『
改
造
』
一
九
三
六
・
一
、七
）
で
あ
る
。
猫
を
溺

愛
す
る
庄
造
と
い
う
男
と
、
そ
の
溺
愛
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
二
人
の
女
た

ち
の
行
方
を
諧
謔
を
込
め
て
綴
っ
た
こ
の
作
品
で
は
、
前
の
妻
で
あ
る
品

子
と
現
在
の
妻
で
あ
る
福
子
は
、
猫
自
体
に
対
す
る
愛
着
は
と
く
に
な
い

も
の
の
、
庄
造
が
可
愛
が
る
リ
リ
ー
と
い
う
猫
を
媒
介
と
し
て
庄
造
と
の

関
係
を
操
作
し
よ
う
と
し
、
と
く
に
品
子
は
庄
造
の
代
替
と
し
て
リ
リ
ー

の
飼
育
を
申
し
出
、
そ
れ
を
実
現
し
た
結
果
、
彼
女
も
リ
リ
ー
へ
の
愛
着

を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
。
け
れ
ど
も
展
開
の
主
軸
を
な
す
の
は
や
は
り
庄

造
自
身
の
リ
リ
ー
へ
の
溺
愛
ぶ
り
で
、
品
子
、
福
子
と
関
係
し
た
期
間
よ

り
も
リ
リ
ー
と
共
生
し
た
期
間
の
方
が
は
る
か
に
長
い
点
で
「
リ
ヽ
ー
と

云
ふ
も
の
は
、庄
造
の
過
去
の
一
部
」
と
な
っ
て
お
り
、「
だ
か
ら
庄
造
は
、

今
更
手
放
す
の
が
辛
い
の
は
当
り
前
の
人
情
で
は
な
い
か
、
そ
れ
を
物
好

き
だ
の
、
猫
気
違
ひ
だ
の
と
、
何
か
大
変
非
常
識
の
や
う
に
云
は
れ
る
理

由
が
な
い
と
思
ふ
」
の
で
あ
る
。

  

こ
の
作
品
に
お
け
る
庄
造
と
リ
リ
ー
の
関
係
を
、『
痴
人
の
愛
』
に
お

け
る
譲
治
と
ナ
オ
ミ
の
関
係
に
な
ぞ
ら
え
る
磯
田
光
一
の
解
説
は
着
眼

点
と
し
て
は
当
を
得
て
い
る
。
磯
田
は
ナ
オ
ミ
を
「
神
と
し
て
崇
め
ら
れ

た
女
」
で
あ
り
、「
神
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
由
か
つ
気
ま
ぐ
れ
」
な
存
在

と
し
た
う
え
で
、
ナ
オ
ミ
が
人
間
で
あ
る
以
上
成
り
立
つ
意
志
の
疎
通
が

猫
に
対
し
て
は
成
り
立
た
ず
、
リ
リ
ー
が
品
子
に
な
つ
く
よ
う
に
な
る
こ

と
で
庄
造
の
溺
愛
も
裏
切
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
譲
治
が

ナ
オ
ミ
に
対
し
て
お
こ
な
う
よ
う
な
従
属
の
関
係
さ
え
満
た
さ
れ
な
い

と
い
う

18
。

　

磯
田
は
人
間
に
は
本
来
「
隷
属
」
の
欲
求
が
あ
り
、
谷
崎
の
作
品
が
繰

り
返
し
そ
れ
を
主
題
に
す
る
の
は
、
そ
の
根
元
的
な
欲
求
に
対
す
る
様
々

な
変
奏
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
確
か
に
英
語
の
「subject

」
が
︿
主
体
﹀

で
あ
る
と
同
時
に
︿
従
属
﹀
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
は
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
の
従
属
の
先
は
あ
く
ま
で
も
︿
神
﹀
の
よ
う
な

絶
対
的
な
価
値
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
性
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
個

人
を
理
性
的
主
体
と
し
て
安
定
さ
せ
る
と
い
う
の
が
、
デ
カ
ル
ト
に
代
表

さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
基
底
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
19
よ
う
に
、
ナ
オ
ミ
は
娼
婦
化
す
る
と
と
も
に
逆
説
的
な
︿
神
﹀
に
な

る
の
で
あ
り
、
ま
た
佐
助
に
と
っ
て
の
春
琴
も
神
に
等
し
い
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
譲
治
や
佐
助
が
彼
女
た
ち
に
「
隷
属
」
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
が
、『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
に
描
か
れ
る
リ
リ
ー
は

特
段
神
的
な
存
在
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ

他
作
品
と
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
、
リ
リ
ー
は
や
は
り
野
性
の
不
羈
の
生
命

体
で
あ
り
、
ナ
オ
ミ
に
も
は
ら
ま
れ
て
い
た
そ
の
側
面
を
動
物
自
体
に
仮

託
す
る
着
想
が
こ
の
作
品
を
流
れ
て
い
る
。

  
こ
の
中
心
的
な
男
性
が
「
隷
属
」
し
よ
う
と
す
る
相
手
に
お
け
る
質
の

差
違
は
文
体
に
も
現
れ
て
い
る
。『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
』
は
い

わ
ゆ
る
「
神
の
視
点
」
に
擬
さ
れ
る
客
観
的
な
三
人
称
の
文
体
で
綴
ら
れ
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て
お
り
、「
猫
と
云
ふ
も
の
は
皆
幾
分
か
羞
渋
み
や
の
と
こ
ろ
が
あ
る
の

で
、
第
三
者
が
見
て
ゐ
る
前
で
は
、
決
し
て
主
人
に
甘
え
な
い
の
み
か
、

へ
ん
に
余
所
々
々
し
く
振
舞
ふ
の
で
あ
る
。
リ
ヽ
ー
も
母
親
︹
＝
庄
造
の

母
︺
が
見
て
ゐ
る
時
は
、
呼
ん
で
も
知
ら
ん
ふ
り
を
し
た
り
、
逃
げ
て
行

つ
た
り
し
た
け
れ
ど
も
、
さ
し
向
ひ
に
な
る
と
、
呼
び
も
し
な
い
の
に
自

分
の
方
か
ら
膝
へ
乗
つ
て
来
て
、お
世
辞
を
使
つ
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

生
活
を
共
に
す
る
者
と
し
て
の
擬
人
化
を
交
え
な
が
ら
も
、
猫
一
般
の
性

向
の
な
か
で
リ
リ
ー
の
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
は
む
し
ろ

︿
人
間
﹀
で
あ
る
庄
造
や
二
人
の
女
た
ち
と
猫
を
同
一
の
地
平
に
置
い
て

語
る
こ
と
に
よ
る
揶
揄
が
眼
目
と
な
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
リ
リ
ー
を

︿
神
﹀
の
高
み
に
置
こ
う
と
す
る
眼
差
し
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
三

人
称
の
語
り
手
が
作
品
世
界
を
概
観
す
る
視
点
を
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

　

一
方
ナ
オ
ミ
や
春
琴
と
い
っ
た
作
中
の
女
性
た
ち
が
︿
神
﹀
化
さ
れ
る

『
痴
人
の
愛
』
や
『
春
琴
抄
』
で
は
、
彼
女
た
ち
に
付
与
さ
れ
る
そ
の
高

み
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
語
り
手
が
「
神
の
視
点
」
か
ら
概
観
的

に
物
語
を
語
る
こ
と
は
当
然
許
さ
れ
な
い
。
前
者
で
は
全
面
的
な「
隷
属
」

の
関
係
を
ナ
オ
ミ
と
の
間
で
結
ぶ
こ
と
に
な
る
譲
治
が
、
当
初
の
教
育
的

な
企
図
と
は
裏
腹
な
帰
結
に
至
る
顛
末
を
自
己
戯
画
を
込
め
て
語
り
、
後

者
で
は
三
人
称
の
語
り
手
が
春
琴
と
佐
助
の
身
の
上
を
語
っ
て
い
き
な

が
ら
、「
神
の
視
点
」
的
な
全
智
と
は
対
照
的
な
、
制
限
さ
れ
た
情
報
を

よ
す
が
と
す
る
出
来
事
の
提
示
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。

　
『
春
琴
抄
』
の
語
り
手
の
「
私
」
は
「
本
年
（
昭
和
八
年
）」
と
い
う
、

作
品
の
執
筆
時
と
同
じ
時
間
に
お
り
、
ま
た
「
嘗
て
作
者
は
「
私
の
見
た

大
阪
及
び
大
阪
人
」
と
題
す
る
篇
中
に
大
阪
人
の
つ
ま
し
い
生
活
振
り
を

論
じ
」
と
、
谷
崎
の
手
に
な
る
エ
ッ
セ
イ
へ
の
言
及
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
作
者
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
物
語
を

語
っ
て
い
る
作
者
自
身
を
作
中
に
出
す
の
は
『
吉
野
葛
』
に
も
見
ら
れ
た

趣
向
で
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
「
後
南
朝
」
の
物
語
を
書
く
と
い
う
当

初
の
計
画
を
露
わ
に
し
、
そ
の
た
め
の
取
材
に
吉
野
に
赴
く
と
こ
ろ
か
ら

始
ま
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
成
就
し
な
い
で
終
わ
る
経
緯
自
体
が
物
語

の
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
総
じ
て
作
者
自
身
が
姿
を
現
す
の
は
、
彼
が
構

築
し
よ
う
と
す
る
物
語
の
蔭
に
自
身
を
消
せ
な
い
か
ら
で
、
そ
れ
自
体
が

す
で
に
物
語
の
十
全
性
が
成
就
さ
れ
な
い
こ
と
の
予
示
に
ほ
か
な
ら
な

い
。『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
は
佐
助
の
自
害
的
な
失
明
に
至
る
経
緯
と
し

て
の
物
語
は
語
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
者
が
自
身
を
出
す
こ
と
に
よ
っ

て
逆
に
語
り
手
が
超
越
的
な
視
点
を
取
り
え
な
い
限
定
の
な
か
に
置
か

れ
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
私
」
は
「
鵙
屋
春
琴
伝
」
と
い
う
虚
構
の
「
小
冊
子
」
を
入
手
す
る

こ
と
で
こ
の
物
語
を
着
想
し
た
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
冊
子
は
「
内
容
は
文

章
体
で
綴
つ
て
あ
り
検
校
︹
＝
佐
助
︺
の
こ
と
も
三
人
称
で
書
い
て
あ
る

け
れ
ど
も
恐
ら
く
材
料
は
検
校
が
授
け
た
も
の
に
違
ひ
な
く
此
の
書
の

ほ
ん
た
う
の
著
者
は
検
校
そ
の
人
で
あ
る
と
見
て
差
支
へ
あ
る
ま
い
」
と

あ
る
よ
う
に
、
佐
助
が
伝
え
よ
う
と
す
る
春
琴
の
像
を
描
き
出
し
て
い

る
。
春
琴
が
負
っ
た
火
傷
に
つ
い
て
も
、「
雪
を
欺
く
豊
頬
に
熱
湯
の
余

沫
飛
び
散
り
て
口
惜
し
く
も
一
点
火
傷
の
痕
を
留
め
ぬ
」
と
、
微
少
な
瑕

疵
を
残
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
私
」
は
「
天
稟
の
美
貌
を
損
じ
な
か
つ
た
程
度
の
火
傷
で
あ

る
な
ら
ば
何
を
以
て
頭
巾
で
面
体
を
包
ん
だ
り
人
に
接
す
る
の
を
厭
つ

た
り
し
よ
う
ぞ
事
実
は
花
顔
玉
容
に
無
惨
な
変
化
を
来
し
た
の
で
あ
る
」

と
明
確
な
修
正
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

  

こ
の
記
述
を
「
私
」
は
「
鴫
沢
て
る
女
そ
の
他
二
三
の
人
の
話
」
に
依
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拠
し
つ
つ
お
こ
な
っ
て
お
り
、物
語
の
叙
述
は
基
本
的
に
「
鵙
屋
春
琴
伝
」

の
記
載
を
、
春
琴
の
受
難
後
九
年
を
経
た
時
点
で
二
人
の
世
話
役
を
兼
ね

る
内
弟
子
と
し
て
彼
ら
の
家
に
住
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た
鴫
沢
て
る
を

は
じ
め
と
す
る
、
周
囲
の
人
間
の
記
憶
を
頼
り
と
す
る
情
報
に
よ
っ
て
修

正
す
る
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
て
る
の
語
る
春
琴
の
姿
が
事
実

に
即
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
が
、
佐
助
よ
り
も
相
対
的
に

春
琴
に
客
観
的
な
距
離
を
取
り
え
た
人
間
の
証
言
と
し
て
の
信
憑
性
が

想
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
私
」
は
自
身
で
は
春
琴
に
接
近

す
る
手
立
て
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
主
に
こ
の
二
つ
の
情
報
源
を
較
量
し
つ

つ
素
材
化
す
る
こ
と
で
、
盲
目
の
女
性
三
味
線
弾
き
と
彼
女
に
仕
え
た
男

の
物
語
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
私
」
は
︿
手
探
り
﹀
で
春
琴
と

佐
助
の
像
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
中
に
存
在
す
る
も

う
一
人
の
︿
盲
人
﹀
と
し
て
物
語
を
語
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
『
春
琴
抄
』
へ
の
論
評
の
定
型
を
な
し
て
き
た
、
佐
助
が
み
ず

か
ら
盲
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
的
世
界
で
春
琴
を
理
想
的
な
存
在
に
仕

立
て
る
営
為
は
、「
私
」
が
物
語
の
叙
述
と
し
て
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の

で
も
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

20
よ
う
に
、「
私
」
は
「
鵙

屋
春
琴
伝
」
と
鴫
沢
て
る
の
話
に
依
り
つ
つ
『
春
琴
抄
』
を
叙
述
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
春
琴
、
佐
助
と
い
う
中
心
人
物
が
相
互
に
深
く

関
わ
り
合
う
場
面
は
具
体
的
な
所
作
と
発
話
を
と
も
な
い
つ
つ
詳
細
に

語
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
三
節
で
引
用
し
た
、
佐
助
が
同
輩
に
向
け
て
、
春

琴
が
盲
目
で
あ
る
こ
と
に
憐
憫
を
覚
え
た
こ
と
は
な
い
と
断
言
す
る
場

面
に
し
て
も
、「
わ
し
や
お
前
達
は
眼
鼻
が
揃
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
外
の
事

は
何
一
つ
お
師
匠
様
に
及
ば
ぬ
わ
し
た
ち
の
方
が
片
羽
で
は
な
い
か
と

云
つ
た
」
と
い
っ
た
佐
助
の
言
葉
は
、
こ
の
二
つ
の
資
料
に
は
存
在
し
え

な
い
以
上
、「
私
」
が
物
語
の
語
り
手
と
し
て
︿
創
作
﹀
し
た
も
の
以
外

で
は
な
い
。
佐
助
が
自
身
も
盲
目
と
な
っ
た
こ
と
を
春
琴
に
告
げ
る
場
面

は
そ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
佐
助
が
み
ず
か
ら
両
の
眼
を
つ
く
と
こ
ろ

か
ら
、
報
告
を
受
け
た
春
琴
が
そ
れ
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
発
す
る
言
葉

が
「
佐
助
の
耳
に
は
喜
び
に
慄
え
て
ゐ
る
や
う
に
」
響
き
、
最
後
に
「
盲

人
の
師
弟
相
擁
し
て
泣
い
た
」
と
い
う
和
合
に
至
る
ま
で
の
叙
述
は
、
す

べ
て
「
私
」
の
想
像
力
が
つ
く
り
上
げ
た
虚
構
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

５  

盲
人
の
〈
視
点
〉

  

こ
の
出
来
事
の
継
起
に
対
し
て
︿
手
探
り
﹀
で
近
づ
い
て
い
き
つ
つ
、

そ
こ
で
得
ら
れ
た
情
報
を
肥
大
さ
せ
て
自
律
的
な
物
語
を
構
築
す
る

「
私
」
の
姿
勢
は
、『
春
琴
抄
』
の
前
に
書
か
れ
た
︿
盲
目
﹀
の
設
定
に
よ

る
作
品
で
あ
る
『
盲
目
物
語
』
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

織
田
信
長
の
妹
で
浅
井
長
政
に
嫁
い
だ
お
市
の
方
の
按
摩
師
を
務
め
た

盲
目
の
男
で
あ
る
「
わ
た
く
し
」
す
な
わ
ち
弥
市
が
、
戦
国
の
世
に
翻
弄

さ
れ
た
彼
女
の
軌
跡
を
、
追
憶
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
く
が
、
盲
人
の
語
り

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
視
覚
的
表
象
が
し
ば
し
ば
織
り
交
ぜ
ら
れ
、
ま

た
ど
の
よ
う
な
情
報
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
な
、
彼
が
臨

在
し
て
い
な
い
は
ず
の
場
面
の
具
体
的
な
描
出
が
な
さ
れ
た
り
す
る
。

　

た
と
え
ば
浅
井
長
政
は
お
市
の
方
を
娶
っ
た
二
年
後
に
、
浅
井
家
と
長

く
昵
懇
で
あ
っ
た
朝
倉
家
を
、
織
田
信
長
が
約
束
を
破
っ
て
攻
め
た
た
め

に
彼
と
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
い
く
さ
の
末
に
信
長
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
そ
の
際
「
あ
さ
い
石
見
守
、
赤
尾
み
ま
さ
か
の
か
み
、
お

な
じ
く
新
兵
衛
」
の
三
人
の
家
臣
た
ち
が
「
い
け
ど
り
」
に
さ
れ
、
そ
の

う
ち
石
見
は
信
長
を
侮
辱
し
た
た
め
に
手
打
ち
に
さ
れ
、
赤
尾
は
従
順
な
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姿
勢
を
示
し
た
た
め
に
息
子
の
新
兵
衛
を
信
長
に
取
り
立
て
て
も
ら
う

こ
と
に
な
る
。
と
く
に
石
見
と
信
長
と
の
や
り
取
り
は
次
の
よ
う
に
具
体

的
に
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
と
き
の
ぶ
な
が
公
が
、「
そ
の
は
う
共
、
し
ゆ
じ
ん
長
政
に
ぎ
や
く

し
ん
を
お
こ
さ
せ
、
と
し
ご
ろ
ひ
ご
ろ
よ
う
も
己
を
く
る
し
め
た
な
」
と

お
つ
し
や
り
ま
し
た
の
で
、石
見
ど
の
は
強
情
な
仁じ
ん

で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
、

「
わ
た
く
し
主
人
あ
さ
ゐ
な
が
ま
さ
は
織
田
ど
の
ゝ
や
う
な
表
裏
の
あ
る

大
将
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」
と
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
の
ぶ
な
が
公
か
つ
と

御
り
つ
ぷ
く
あ
そ
ば
さ
れ
、「
お
の
れ
、
ふ
か
く
に
も
生
け
ど
り
に
な
る

ほ
ど
の
侍
と
し
て
、
も
の
ゝ
へ
う
り
が
分
る
か
」
と
、
鑓や
り

の
い
し
づ
き
で

石
見
ど
の
ゝ
あ
た
ま
を
三
度
お
つ
き
に
な
り
ま
し
た
。
な
れ
ど
も
ひ
る
む

け
し
き
も
な
く
、「
手
足
を
し
ば
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
を
ち
や
う
ち
や
く
な

さ
れ
て
お
腹
が
い
え
ま
す
か
、
お
ん
大
将
の
こ
ゝ
ろ
が
け
は
ち
が
つ
た
も

の
で
ご
ざ
り
ま
す
な
」
と
に
く
ま
れ
ぐ
ち
を
た
ゝ
か
れ
ま
し
た
の
で
、
つ

ひ
に
お
手
う
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　　

こ
う
し
た
場
面
で
の
や
り
取
り
の
具
体
性
を
弥
市
が
何
に
基
づ
い
て

満
た
し
て
い
る
の
か
は
一
切
示
さ
れ
て
い
な
い
。『
春
琴
抄
』
の
場
合
は
、

語
り
手
は
谷
崎
自
身
に
重
ね
ら
れ
る
第
三
者
で
あ
る
た
め
に
、
前
節
に
言

及
し
た
、
春
琴
と
佐
助
が
和
合
を
遂
げ
る
よ
う
な
想
像
の
場
面
が
置
か
れ

て
も
不
自
然
で
は
な
い
が
、『
盲
目
物
語
』
の
語
り
手
は
作
中
に
存
在
す

る
人
物
で
あ
る
た
め
に
、
合
理
的
に
考
え
れ
ば
こ
う
し
た
場
面
が
現
れ
る

の
は
矛
盾
で
あ
る
。
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
彼
が
誰
か
か

ら
こ
う
し
た
や
り
取
り
を
耳
に
し
、
そ
れ
を
元
に
し
て
場
面
の
描
出
を
お

こ
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
提
示
す
る
物
語
や
人
物
の
行
動
が
伝
聞

で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
に
作
中
で
用
い
ら
れ
る
「
～
さ
う
で
ご
ざ

り
ま
す
」「
～
と
き
い
て
を
り
ま
す
」「
～
や
う
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
っ

た
文
末
が
こ
こ
で
は
現
れ
ず
、
あ
た
か
も
彼
が
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
こ

と
の
特
権
と
し
て
こ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。

  

そ
の
点
で
こ
の
場
面
の
叙
述
は
ほ
と
ん
ど
三
人
称
的
な
視
点
で
な
さ
れ

て
お
り
、「
わ
た
く
し
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
の
作
品

の
叙
述
に
異
和
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
れ
は
語
り
の
技
法
と
し
て
は
プ

ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
で
区
別
さ
れ
る
、
物
語
内
容
が
作
中
に
存
在
す
る
人

物
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
る
「
デ
ィ
エ
ゲ
ー
シ
ス
」
と
、
登
場
人
物
が
み
ず

か
ら
語
る
形
で
伝
え
ら
れ
る
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
の
混
在
だ
が
、
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
や
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
と
い
っ

た
二
十
世
紀
の
理
論
家
が
あ
ら
た
め
て
焦
点
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
。「
語
る
こ
とtelling

」
と
「
示
す
こ
とshow

ing

」
と
し
て

も
表
現
さ
れ
る
こ
の
二
つ
の
語
り
の
形
に
つ
い
て
、
両
者
は
い
ず
れ
も
後

者
の
自
律
性
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
、
ミ
メ
ー
シ
ス
と
見
え
る
も
の
も

結
局
語
り
手
の
技
巧
の
変
奏
の
な
か
に
と
ど
ま
る
と
い
う
見
方
を
示
し

て
い
る

21
。

　
『
春
琴
抄
』
や
『
盲
目
物
語
』
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
同
様
で
、
前
者
の

ミ
メ
ー
シ
ス
的
な
叙
述
が
「
私
」
の
意
識
的
な
語
り
の
産
物
で
あ
る
だ
け

で
な
く
、「
わ
た
く
し
」
の
報
告
に
属
さ
な
い
よ
う
に
見
え
る
後
者
の
場

面
も
、
当
然
彼
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
以
外
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も

看
過
し
え
な
い
の
は
、
語
り
手
が
自
身
の
語
っ
て
い
る
物
語
内
容
に
憑
依

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
彼
は
し
ば
し
ば
出
来
事
の
報
告
者
と
し
て
語
っ
て

い
る
う
ち
に
、
そ
こ
に
同
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
自
己
を
無
化
し
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
は
や
は
り
語
り
手
の
な
か
で
︿
役
柄
﹀
に
憑
依
さ
れ
る
演
技
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的
な
ミ
メ
ー
シ
ス
が
作
動
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
く
に
語
り
手
が
作
家
と
い
う
想
像
力
の
営
為
の
主
体
で
あ
る
『
春
琴

抄
』
で
は
、
そ
の
趨
勢
に
「
私
」
が
呑
ま
れ
る
こ
と
で
自
律
性
の
高
い
場

面
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
が
高
い
。
一
方
按
摩
師
で
あ
る
『
盲
目

物
語
』
の
「
弥
市
」
に
そ
う
し
た
演
技
的
な
語
り
が
可
能
な
の
か
と
い
う

疑
問
も
生
じ
る
が
、
も
と
も
と
盲
目
で
あ
る
彼
が
︿
見
え
な
い
も
の
﹀
で

あ
る
現
実
世
界
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
と
い
う
前
提
が
、
そ
の
場
に
居

合
わ
せ
な
い
場
面
の
展
開
を
語
る
不
合
理
さ
を
相
殺
し
て
い
る
。
先
に
見

た
よ
う
に
『
春
琴
抄
』
に
お
け
る
「
私
」
と
佐
助
の
相
同
性
は
、
出
来
事

を
物
語
化
す
る
営
為
が
、
対
象
に
︿
手
探
り
﹀
で
近
づ
い
て
い
か
ざ
る
を

え
な
い
危
う
さ
を
伴
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
が
、
語
ら
れ
る
場
面
に
生

き
る
人
び
と
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
度
は
対
象
が
あ
り
あ
り
と

︿
見
え
て
﹀く
る
転
換
が
生
ま
れ
て
く
る
。『
盲
目
物
語
』に
お
い
て
も「
弥

市
」
の
や
や
不
自
然
な
︿
視
点
﹀
の
拡
張
は
、
彼
が
出
来
事
の
流
れ
に
想

像
的
に
同
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
具
体
的
な
や
り
取
り
が

︿
見
え
る
﹀
よ
う
に
な
っ
て
き
た
結
果
と
し
て
意
味
づ
け
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
現
実
的
に
は
、「
い
け
ど
り
」
に
さ
れ
た
石
見
と
信
長
の
や

り
取
り
の
場
面
を
「
弥
市
」
に
憑
依
さ
せ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
作
者
の

谷
崎
で
あ
り
、
こ
の
場
面
は
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
『
浅
井
三
代
記
』
に
含

ま
れ
る
以
下
の
く
だ
り
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

斯
て
信
長
卿
生
捕
来
り
し
石
見
守
美
作
守
を
御
前
へ
め
さ
れ
被
レ
仰
け
る

は
汝
等
か
所
存
と
し
て
長
政
に
逆
心
い
た
さ
せ
数
年
某
に
ほ
ね
を
を
ら
せ

つ
る
に
く
き
者
共
成
と
被
レ
仰
け
れ
は
石
見
守
雑
言
し
て
申
け
る
は
浅
井

は
信
長
の
様
成
表
裏
の
大
将
に
て
な
き
ゆ
ゑ
に
如
レ
此
成
果
申
候
と
申
上

れ
は
汝
生
捕
に
あ
ふ
程
の
侍
と
し
て
表
裏
を
能
存
た
る
よ
と
て
鑓
の
石
つ

き
を
以
頂
を
三
ッ
迄
う
た
せ
た
ま
へ
は
石
見
申
け
る
は
そ
れ
こ
そ
よ
き
大

将
の
仕
わ
さ
成
へ
し
い
ま
し
め
置
し
者
打
た
ま
ひ
御
腹
い
さ
せ
給
ふ
か
と

種
々
雑
言
を
申
け
る
信
長
卿
き
ゝ
か
ね
さ
せ
た
ま
ひ
て
頓
て
打
て
す
て
た

ま
ふ

22

  

こ
の
典
拠
の
叙
述
に
比
べ
る
と
、『
盲
目
物
語
』
は
「
石
見
ど
の
は
強

情
な
ご
仁
で
ご
ざ
り
ま
す
か
ら
」
や
「
な
れ
ど
も
ひ
る
む
こ
と
な
く
」
と

い
っ
た
、
信
長
に
相
対
し
た
石
見
の
性
格
や
感
情
の
動
き
を
付
加
す
る
こ

と
で
、
一
つ
の
場
面
に
対
峙
す
る
人
間
同
士
の
葛
藤
に
生
気
を
与
え
て
い

る
。
こ
う
し
た
色
づ
け
は
、
作
品
内
の
論
理
と
し
て
は
弥
市
が
主
君
の
近

辺
に
仕
え
る
者
と
し
て
臣
下
た
ち
の
人
間
性
を
日
々
感
じ
取
っ
て
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に

彼
が
盲
目
で
あ
る
と
い
う
条
件
は
、
そ
れ
を
困
難
に
す
る
の
で
は
な
く
逆

に
そ
う
し
た
感
知
を
強
め
る
前
提
と
し
て
作
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

す
な
わ
ち
弥
市
は
盲
目
の
按
摩
師
と
し
て
仕
え
る
お
市
の
方
を
は
じ
め

と
す
る
、
主
君
層
の
人
び
と
の
体
調
や
、
そ
こ
に
現
れ
る
感
情
的
な
状
態

を
鋭
敏
に
察
知
し
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
ら
が
身
を
置
く
戦
乱
の
様
相
も
触

覚
的
に
把
握
し
て
い
る
。
今
引
用
し
た
、
彼
が
居
合
わ
せ
て
お
ら
ず
、
知

り
え
な
い
は
ず
の
場
面
が
ミ
メ
ー
シ
ス
的
に
語
ら
れ
る
不
自
然
さ
が
さ

ほ
ど
目
立
た
な
い
の
も
、
も
と
も
と
こ
の
触
覚
的
な
察
知
能
力
が
彼
に
と

っ
て
は
不
可
視
で
あ
る
は
ず
の
外
界
を
︿
見
え
る
﹀
対
象
と
し
て
い
た
か

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
物
語
の
語
り
手
が
場
面
の
描
出
を
生
気
に
満
ち
た

も
の
と
す
る
憑
依
的
な
同
化
も
、
触
覚
を
介
し
て
他
者
の
姿
を
つ
ね
に
描

き
出
し
て
い
た
務
め
に
お
い
て
日
常
的
に
果
た
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
弥
市
は
お
市
の
身
体
を
揉
み
な
が
ら
、
体
調
の
不
良
や
心
理
の
軋
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轢
を
察
し
つ
つ
、
崇
拝
す
る
彼
女
と
︿
共
に
﹀
生
き
つ
づ
け
て
い
る
。
そ

れ
は
明
ら
か
に
演
技
的
な
生
き
方
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
彼
女
の
姿
を

描
き
出
す
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
弥
市
が
身
を
置
く
戦
乱
の
場
に
生
き
る

人
び
と
全
般
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
で
、
物
語
の
叙
述
が
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

６　
再
現
さ
れ
る
触
感

  

と
り
わ
け
弥
市
が
主
君
の
妻
で
あ
る
お
市
の
方
の
身
体
を
揉
む
と
い
う

局
限
さ
れ
た
営
為
を
通
し
て
、
天
下
の
行
方
が
透
か
し
見
ら
れ
る
と
い
う

両
極
的
な
取
り
合
わ
せ
に
、
こ
の
作
品
の
眼
目
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。「
ぜ
ん
た
い
め
し
ひ
と
申
す
も
の
は
、
ひ
と
い
ち
ば
い
か
ん
の

よ
い
も
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ま
し
て
わ
た
く
し
は
、
ひ
ご
と
よ
ご
と
奥
が

た
の
あ
ん
ま
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
て
、
お
か
ら
だ
の
様
子
が
お
ほ
よ
そ
分

つ
て
を
り
ま
す
の
で
、
お
む
ね
の
な
か
の
こ
と
ま
で
が
し
ぜ
ん
と
手
先
に

つ
た
わ
つ
て
ま
ゐ
り
ま
す
」
と
語
る
よ
う
に
、
按
摩
師
と
し
て
の
営
為
に

よ
っ
て
相
手
の
心
理
状
況
を
掴
み
う
る
と
い
う
こ
と
を
よ
く
自
覚
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
政
が
朝
倉
、
武
田

ら
の
大
名
と
連
盟
し
て
反
信
長
勢
力
を
形
成
し
た
の
に
対
し
て
、
兄
の
信

長
が
長
政
を
攻
め
る
意
向
を
固
め
た
際
に
は
、
夫
が
滅
ぼ
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
こ
と
が
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
状
況
を
憂
慮
し
た
お
市
の
方
の
身
体
に
、

尋
常
で
は
な
い
こ
わ
ば
り
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
弥
市
は
実
感
し
て
い

る
。

な
れ
ど
も
け
ふ
は
と
く
べ
つ
に
お
肩
が
こ
つ
て
い
ら
し
つ
て
、
お
ん
え
り

く
び
の
り
や
う
が
は
に
手
毬
ほ
ど
の
ま
る
い
し
こ
り
が
お
で
き
に
な
つ
て

を
り
ま
し
て
、も
み
ほ
ご
す
の
が
な
か

く
な
の
で
ご
ざ
り
ま
す
。
ま
あ
、

ほ
ん
た
う
に
、
こ
れ
で
は
さ
ぞ
か
し
お
つ
ら
か
ら
う
、
こ
ん
な
に
お
こ
り

に
な
る
と
い
ふ
の
は
、き
つ
と
い
ろ

く
な
も
の
あ
ん
じ
を
あ
そ
ば
し
て
、

よ
る
も
ろ
く

く
お
や
す
み
に
な
ら
ぬ
せ
ゐ
で
は
な
い
か
、
お
い
た
は
し

い
し
い
こ
と
だ
わ
い
と
、
お
察
し
申
し
あ
げ
て
を
り
ま
す
と
、

　
「
弥
市
」

　

と
仰
つ
し
や
つ
て
、

　
「
お
前
、
い
つ
ま
で
こ
の
し
ろ
の
な
か
に
い
る
つ
も
り
な
の
だ
え
」

　

と
仰
つ
し
や
る
の
で
し
た
。

　

一
方
長
政
の
死
後
信
長
の
元
に
戻
り
、
平
穏
な
日
々
を
過
ご
し
て
い
る

間
は
、
お
市
の
身
体
を
揉
み
な
が
ら
「
そ
の
こ
ろ
お
く
が
た
は
お
ひ

く

に
お
肥
え
あ
そ
ば
さ
れ
、
い
ち
じ
は
ず
ゐ
ぶ
ん
や
つ
れ
て
ゐ
ら
つ
し
や
い

ま
し
た
の
に
、
又
い
つ
の
ま
に
か
む
か
し
の
や
う
に
み
づ

く
し
う
お
な

り
な
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
回
復
を
感
じ
取
っ
て
喜
悦
を
覚
え
て
い
る
。

ま
た
こ
う
し
た
視
覚
を
介
さ
な
い
察
知
は
按
摩
の
仕
事
に
お
い
て
の
み

作
動
す
る
の
で
は
な
く
、
三
味
線
弾
き
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
敏
感
な
聴

覚
を
働
か
せ
て
、
彼
女
の
声
の
微
妙
な
変
調
か
ら
、
周
囲
の
戦
況
を
確
認

し
た
り
し
て
い
る
。
信
長
の
勢
力
と
の
対
峙
に
よ
っ
て
夫
の
側
の
敗
勢
が

予
想
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
際
に
も
、
普
段
は
弥
市
が
座
興
で
滑
稽
な
所

作
を
見
せ
る
と
「
お
く
が
た
の
お
わ
ら
ひ
な
さ
る
お
こ
ゑ
」
が
聞
こ
え
て

「
勤
め
が
ひ
」
を
感
じ
て
い
た
の
が
、「
お
ひ

く
日
が
た
つ
に
つ
れ
ま
し

て
、
い
く
ら
わ
た
く
し
が
新
し
い
手
を
か
ん
が
へ
ま
し
て
お
も
し
ろ
を
か

し
く
ま
つ
て
ご
ら
ん
に
い
れ
ま
し
て
も
、「
ほ
ゝ
」
と
か
す
か
に
ゑ
ま
れ

る
ば
か
り
で
、
や
が
て
そ
れ
さ
へ
も
き
こ
え
な
い
こ
と
が
お
ほ
く
な
つ
て
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ま
ゐ
り
ま
し
た
」
と
い
う
変
化
か
ら
、
状
況
が
芳
し
く
な
い
こ
と
を
感
じ

取
っ
て
い
る
。

  
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
提
に
は
、
お
市
の
方
自
身
が
政
略
結
婚
に
よ
っ
て
長

政
の
元
に
嫁
が
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
長
政
は
平
井
加
賀
守
定
武

の
娘
を
離
縁
し
た
後
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
か
ら
織
田
家
と
共
闘
の

度
を
強
め
て
い
っ
た
流
れ
の
な
か
で
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
、
異
説

あ
り
）
信
長
の
妹
で
あ
る
お
市
の
方
を
娶
っ
て
い
る
。
信
長
に
と
っ
て
は

上
洛
の
便
を
高
め
る
た
め
に
も
近
江
を
所
領
と
す
る
浅
井
家
と
の
縁
を

深
め
る
こ
と
は
好
都
合
だ
っ
た
の
で
あ
る

23
。
こ
う
し
た
大
名
間
の
政
治

の
道
具
と
し
て
扱
わ
れ
た
受
動
性
が
、
状
況
に
対
す
る
彼
女
の
感
受
の
度

合
い
を
強
め
て
い
る
。
い
わ
ば
弥
市
は
お
市
の
方
の
身
体
を
揉
み
、
そ
の

声
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
身
体
に
浸
透
し
た
政
治
的
空
気
を
掴

み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
一
介
の
按
摩
師
が
戦
国
の
世
の
帰
趨
を
語
っ

て
い
く
と
い
う
趣
向
が
成
り
立
つ
の
も
、
お
市
の
方
の
身
体
が
は
ら
む
そ

の
媒
介
性
を
機
縁
と
し
て
い
た
。

  

お
市
の
方
が
こ
う
し
た
受
動
性
か
ら
一
旦
解
き
放
た
れ
た
の
は
、
長
政

の
死
に
よ
っ
て
信
長
の
元
に
戻
っ
て
い
た
間
で
あ
り
、
柴
田
勝
家
と
再
婚

す
る
ま
で
の
十
年
間
が
、
今
引
用
し
た
「
む
か
し
の
や
う
に
み
づ

く

し
う
お
な
り
な
さ
れ
ま
し
た
」
と
い
う
回
復
が
な
さ
れ
て
い
た
時
代
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
「
自
分
の
身
に
と
り
此
の
十
ね
ん
の
あ

ひ
だ
ほ
ど
た
の
し
い
と
き
は
ご
ざ
い
ま
せ
な
ん
だ
」
と
語
ら
れ
る
よ
う

に
、
当
然
弥
市
に
と
っ
て
も
お
市
の
方
を
独
占
で
き
た
愉
楽
の
時
代
で
あ

る
。
そ
こ
に
両
者
の
性
的
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い

が
、「
あ
ぢ
き
な
い
ひ
と
り
ね
の
ゆ
め
を
か
さ
ね
て
い
ら
つ
し
や
る
」
と

い
う
記
載
が
あ
り
、
ま
た
『
春
琴
抄
』
の
春
琴
と
佐
助
の
間
に
お
け
る
よ

う
な
示
唆
も
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
み
ず
み
ず
し
さ
を
取
り
戻
し
た

お
市
の
方
に
心
ゆ
く
ま
で
按
摩
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
職
業
的

な
次
元
に
と
ど
め
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

  

そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
盤
に
語
ら
れ
る
、
秀
吉
に
よ
っ
て
勝

家
が
攻
め
落
と
さ
れ
、
お
市
の
方
も
落
命
す
る
こ
と
に
な
る
展
開
の
意
味

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
秀
吉
の
軍
勢
に
よ
っ
て
城
を
完
全
に
包
囲
さ

れ
、
逃
げ
延
び
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
た
な
か
で
勝
家
た
ち
は
自
死
を
決
意
す

る
が
、
朝
露
軒
と
い
う
資
料
に
は
出
な
い
間
者
の
「
法
師
武
者
」
が
三
味

線
の
音
に
交
え
た
符
丁
に
よ
っ
て
お
市
の
方
を
救
助
す
る
方
策
を
弥
市

に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
弥
市
は
城
の
各
所
に
火
を
放
ち
、
そ
の
騒
ぎ
に
紛
れ

さ
せ
て
彼
女
を
城
外
に
連
れ
出
す
と
い
う
案
を
思
い
つ
く
。
そ
し
て
そ
れ

を
実
行
す
る
も
の
の
、
朝
露
軒
の
一
味
は
お
市
の
方
の
居
場
所
に
辿
り
着

く
前
に
勝
家
の
家
臣
た
ち
に
阻
ま
れ
、
彼
女
を
救
出
す
る
目
論
見
は
失
敗

に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
代
わ
り
に
弥
市
は
騒
動
の
な
か
で
長
女
の
茶
々
を
背
負
わ
さ
れ
、

お
市
の
方
で
は
な
く
彼
女
を
助
け
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
の
後
死
を

決
意
し
て
い
た
茶
々
に
余
計
な
こ
と
を
し
た
と
な
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
経
緯
は
も
ち
ろ
ん
資
料
に
記
さ
れ
て
い
る
の
と
は
ま
っ
た
く
別

の
も
の
で
あ
る
。
後
半
部
の
主
要
な
典
拠
で
あ
る
『
太
閤
記
』
で
は
、
お

市
の
方
が
三
人
の
娘
を
城
外
に
出
そ
う
と
す
る
と
、
茶
々
は
そ
れ
を
拒
ん

で
「
母
上
共
に
、
同
し
道
に
行
ん
物
を
と
、
啼
悲
み
給
ふ
」
と
こ
ろ
を
、

家
臣
の
文
荷
斎
は
「
そ
の
わ
け
を
も
不
二
聞
入
一
、
御
手
を
引
立
三
人
を

出
し
奉
り
ぬ
」24
と
い
う
措
置
を
強
引
に
取
っ
た
う
え
で
、
勝
家
ら
が
城

に
火
を
放
ち
、
自
害
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
火
煙
が
渦
巻
く
な
か
を

弥
市
が
茶
々
を
単
独
で
救
出
し
た
と
い
う
の
は
完
全
な
谷
崎
の
創
作
だ

が
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
企
図
の
一
端
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

弥
市
は
家
臣
の
一
人
に
茶
々
を
背
負
わ
さ
れ
た
時
に
、
す
ぐ
に
そ
れ
が
彼
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女
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
そ
れ
は
「
せ
な
か
の
う
へ
に
ぐ
つ
た
り
と

も
た
れ
て
い
ら
つ
し
や
る
お
ち
や

く
ど
の
の
お
ん
ゐ
し
き
へ
両
手
を

ま
は
し
て
し
つ
か
り
と
お
抱
き
申
し
あ
げ
ま
し
た
刹
那
、
そ
の
お
か
ら
だ

の
な
ま
め
か
し
い
ぐ
あ
ひ
が
お
若
い
こ
ろ
の
お
く
が
た
に
あ
ま
り
に
も

似
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
の
で
、
な
ん
と
も
ふ
し
ぎ
な
な
つ
か
し
い
こ
ゝ

ち
が
い
た
し
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
感
慨
が
浮
か
ん
だ
か
ら
で
あ

っ
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
当
時
の
お
市
の
方
は
す
で
に
か
つ
て
の
身
体
の
み
ず

み
ず
し
い
張
り
を
失
っ
て
お
り
、「
な
ん
ぼ
う
お
う
つ
く
し
い
お
く
が
た

で
も
や
は
り
知
ら
ぬ
ま
に
お
と
し
を
め
し
て
い
ら
し
つ
た
の
だ
」
と
い
う

こ
と
が
あ
ら
た
め
て
実
感
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
瞬
間
に
「
こ
の
お
ひ
い

さ
ま
に
お
つ
か
へ
申
す
こ
と
が
出
来
た
ら
、
お
く
が
た
の
お
そ
ば
に
ゐ
る

の
も
お
な
じ
で
は
な
い
か
と
、
に
は
か
に
此
の
世
に
み
れ
ん
が
わ
い
て
来

た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
い
う
執
着
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
弥
市

の
な
か
で
保
た
れ
て
き
た
お
市
の
方
の
位
置
が
茶
々
に
と
っ
て
代
わ
ら

れ
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
実
に
お
市
の
方
の
命
が
果
て
つ
つ

あ
る
な
か
で
、
弥
市
に
よ
っ
て
も
彼
女
の
存
在
が
葬
ら
れ
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

　

多
田
蔵
人
は
『
盲
目
物
語
』
を
詳
細
に
論
じ
た
論
考
の
な
か
で
、
お
市

の
方
を
秀
吉
に
渡
す
ま
い
と
す
る
弥
市
が
彼
女
を
「
殺
害
」
し
た
と
し
、

そ
の
根
拠
と
し
て
弥
市
が
城
に
火
を
か
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
早
す
ぎ
る

こ
と
を
挙
げ
て
い
る

25
が
、
朝
露
軒
の
一
味
の
接
近
が
阻
止
さ
れ
て
い
る

以
上
、
放
火
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
多
少
遅
く
と
も
お
市
の
方
が
救
出
さ
れ
た

可
能
性
は
乏
し
い
。
む
し
ろ
彼
女
の
「
殺
害
」
は
弥
市
が
茶
々
へ
の
執
着

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
お
市
の
方
の
存
在
が
無
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、︿
象
徴
的
﹀
に
な
さ
れ
て
い
る
面
の
方
が
強
い
。
ま
た
そ
こ
に
こ
そ

彼
が
盲
目
の
按
摩
師
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
弥
市
が
お
市
の
方
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
の
は
、
も
っ
ぱ
ら

「
そ
の
に
く
づ
き
の
ふ
つ
く
ら
と
し
て
や
は
ら
か
な
こ
と
ゝ
申
し
ま
し
た

ら
、
り
ん
ず
の
お
め
し
も
の
を
へ
だ
て
ゝ
揉
ん
で
を
り
ま
し
て
も
、
手
ざ

は
り
の
ぐ
あ
ひ
が
は
か
の
お
女
中
と
は
ま
る
き
り
ち
が
つ
て
を
り
ま
し

た
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
按
摩
師
と
し
て
日
々
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

伝
わ
っ
て
く
る
、
そ
の
身
体
全
体
の
艶
や
か
さ
、
な
よ
や
か
さ
に
よ
っ
て

で
あ
る
。
そ
の
名
高
い
美
貌
に
つ
い
て
は
盲
目
で
あ
る
以
上
当
然
詳
細
を

把
握
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
よ
う
が
ん
ま
す

く
お
ん
う
る
は
し
く
、

つ
ゆ
も
し
た
ゝ
る
ば
か
り
の
く
ろ
か
み
、
芙
蓉
の
は
な
の
お
ん
よ
そ
ほ

ひ
」
と
い
っ
た
紋
切
り
型
の
形
容
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ

こ
に
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
弥
助
に
と
っ
て
尊
ば
れ
る
対
象
が
、
お
市

の
方
の
︿
美
﹀
で
は
な
く
、
彼
女
の
身
体
が
全
体
と
し
て
放
つ
女
性
的
な

生
命
感
で
あ
る
以
上
、
そ
の
全
盛
の
感
触
を
茶
々
が
伝
え
て
い
た
と
し
た

ら
、
茶
々
が
お
市
の
方
と
︿
等
価
﹀
の
存
在
に
浮
上
す
る
の
は
不
思
議
で

は
な
い
。
現
に
弥
市
は
彼
女
に
仕
え
る
こ
と
が
「
お
く
が
た
の
お
そ
ば
に

ゐ
る
の
も
お
な
じ
で
は
な
い
か
」
と
い
う
感
慨
を
覚
え
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
い
っ
た
ん
死
を
決
意
し
て
い
た
弥
市
に
「
に
は
か
に
此
の
世
に
み
れ

ん
が
わ
い
て
来
た
の
で
ご
ざ
り
ま
す
」
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
強
い
も
の
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
愛
着
の
対
象
の
ず
れ
行
き
は
、
谷
崎
が
追
尋
す
る
も
の
が
、

女
性
の
美
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
て
い
る
生

命
感
で
あ
る
と
い
う
傾
斜
を
傍
証
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
人
生
の
途
上
で

光
を
失
う
佐
助
と
は
違
い
、
弥
市
を
幼
時
か
ら
の
失
明
者
に
設
定
す
る
こ

と
の
狙
い
は
こ
の
主
題
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
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だ
そ
の
た
め
に
、中
村
光
夫
が
お
市
の
方
の
「
艶
姿
」
を
弥
市
は
「
畢
竟
、

別
世
界
か
ら
の
ぞ
き
見
し
た
と
い
う
感
じ
は
ぬ
ぐ
い
き
れ
」
ず
、「
読
者

に
も
は
が
ゆ
い
間
接
感
を
あ
た
え
る
」
と
述
べ
る
よ
う
な
、
彼
女
の
形
象

の
希
薄
化
が
作
品
を
覆
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
中
村
は
こ
の

︿
は
が
ゆ
さ
﹀
を
払
拭
し
、
崇
拝
す
る
女
性
の
美
を
よ
り
直
接
的
に
立
ち

現
さ
せ
た
の
が
次
作
の
『
春
琴
抄
』
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

26
。
作
品
の

系
譜
と
し
て
は
そ
の
通
り
だ
が
、
加
え
て
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

谷
崎
が
『
春
琴
抄
』
に
お
い
て
深
化
さ
せ
た
の
は
男
女
の
触
覚
的
な
交
情

で
あ
り
、『
盲
目
物
語
』
で
は
そ
れ
が
ま
だ
主
君
の
奥
方
と
按
摩
師
と
い

う
職
業
的
な
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
逆
に
い
え
ば
弥
市
と
お
市
の
方

の
間
に
は
、
春
琴
と
佐
助
の
間
で
結
ば
れ
る
よ
う
な
決
定
的
な
契
り
が
存

在
し
な
い
た
め
に
、
お
市
の
方
が
茶
々
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
可
能
性
は

充
分
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
茶
々
に
と
っ
て
は
こ
の
弥
市
の
愛
着
は
余
計
な
も
の
で
し

か
な
く
、
死
に
場
所
を
逸
し
た
と
思
う
茶
々
に
弥
市
は
そ
の
後
邪
険
に
扱

わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
奉
公
す
る
気
力
を
な
く
し
た
弥
市
は
ひ
そ
か
に
城

を
退
出
し
て
放
浪
の
者
と
な
る
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
︿
近
似
﹀
と
︿
同

一
﹀
を
差
別
化
し
え
な
か
っ
た
弥
市
の
混
同
の
結
果
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼

の
真
の
︿
盲
目
性
﹀
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

７  

松
子
と
の
関
係

  

と
こ
ろ
で
︿
盲
目
﹀
を
主
題
と
す
る
こ
う
し
た
作
品
群
の
背
後
に
、
谷

崎
の
三
番
目
の
妻
と
な
っ
た
根
津
松
子
へ
の
崇
拝
に
近
い
思
慕
が
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
八
月
に
、
佐

藤
春
夫
に
譲
渡
す
る
形
で
最
初
の
妻
千
代
と
離
婚
し
た
後
、
谷
崎
は
翌

年
四
月
に
古
川
丁
未
子
と
再
婚
す
る
も
の
の
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
七
年

（
一
九
三
二
）
に
は
以
前
か
ら
知
己
で
あ
り
交
情
も
あ
っ
た
松
子
と
の
関

係
が
深
ま
る
こ
と
で
、
十
二
月
に
丁
未
子
と
別
居
し
て
い
る
。
こ
の
年
の

四
月
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
集
に
、
松
子
の
名
前
か
ら
字
を
取
っ
て
『
倚
松

庵
随
筆
』（
創
元
社
）
と
命
名
す
る
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
谷
崎

の
松
子
へ
の
情
愛
は
熾
烈
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
旧
姓
を
森
田
と
い
う

松
子
は
、
大
阪
府
立
清
水
谷
女
学
校
を
中
退
し
て
根
津
清
太
郎
と
結
婚
し

て
い
た
が
、
根
津
家
は
か
つ
て
は
隆
盛
し
た
大
商
店
で
あ
っ
た
も
の
の
昭

和
に
入
っ
て
か
ら
は
没
落
の
一
途
を
辿
り
、
し
か
も
清
太
郎
は
松
子
の
末

娘
の
信
子
と
駆
け
落
ち
を
す
る
と
い
う
状
態
で
、
松
子
と
は
疎
遠
に
な
っ

て
い
た
。
谷
崎
は
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
三
月
に
松
子
と
の
同
棲
生
活

を
始
め
、
翌
年
一
月
に
自
宅
で
式
を
挙
げ
正
式
の
夫
婦
と
な
っ
て
い
る
。

『
盲
目
物
語
』
が
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
の
は
昭
和
六
年
九
月
で
、

丁
未
子
と
の
結
婚
生
活
を
営
ん
で
い
る
頃
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、『
春
琴

抄
』
が
世
に
出
た
の
は
昭
和
八
年
六
月
の
こ
と
で
、
丁
未
子
と
実
質
的
な

離
婚
状
態
と
な
り
、
松
子
と
の
恋
愛
関
係
が
濃
密
に
な
っ
て
い
っ
た
時
期

に
当
た
っ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
で
眺
め
て
き
た
二
作
の
内
容
が
、
こ
う
し
た
谷

崎
の
女
性
関
係
の
移
行
と
の
照
応
を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
。
谷
崎
が
松
子

に
宛
て
た
昭
和
七
年
九
月
二
日
付
け
の
書
簡
に
「
実
は
去
年
の
「
盲
目

物
語
」
な
ど
も
始
終
あ
な
た
様
の
事
を
念
頭
に
置
き
自
分
は
盲
目
の
按
摩

の
つ
も
り
で
書
き
ま
し
た
」
と
記
し
て
お
り
、
丁
未
子
と
夫
婦
関
係
に
あ

り
な
が
ら
す
で
に
松
子
へ
の
思
慕
が
こ
の
作
品
の
動
機
に
あ
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
晩
年
の
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
か
ら

三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
か
け
て
発
表
さ
れ
た
『
雪
後
庵
夜
話
』（『
中
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央
公
論
』
一
九
六
三
・
六
～
九
、六
四
・
一
）
に
も
、
松
子
の
「
影
響
下
」
に

あ
っ
た
こ
と
の
「
兆
し
」
が
『
盲
目
物
語
』
に
見
ら
れ
る
と
い
う
記
載
が

見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
発
表
後
丁
未
子
を
事
実
上
︿
棄
て
る
﹀

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
実
生
活
に
お
け
る
経
緯
を
念
頭
に
置

け
ば
、
お
市
の
方
が
谷
崎
に
と
っ
て
の
松
子
に
相
当
す
る
存
在
で
あ
る
と

同
時
に
、
今
眺
め
た
、
こ
の
作
品
に
刻
ま
れ
た
お
市
の
方
を
︿
殺
し
﹀
て
、

茶
々
に
崇
拝
の
対
象
を
乗
り
換
え
る
と
い
う
終
盤
の
展
開
は
、
丁
未
子
か

ら
松
子
に
愛
着
を
移
行
さ
せ
る
谷
崎
の
心
変
わ
り
を
写
し
出
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
春
琴
抄
』
と
の
対
比
か
ら
い
え
ば
、『
盲
目
物
語
』
で
語
り
手

が
崇
敬
す
る
女
性
と
の
肉
体
的
和
合
を
遂
げ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
少
な

く
と
も
そ
れ
が
示
唆
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
谷
崎
が
こ
れ
ま
で
の
実
生

活
で
真
の
和
合
を
実
現
す
る
相
手
を
ま
だ
得
て
い
な
い
段
階
に
あ
っ
た

こ
と
を
物
語
っ
て
も
い
る
。
谷
崎
が
松
子
に
宛
て
た
書
簡
で
「
御
腹
が
癒

え
ま
す
ま
で
思
ふ
さ
ま
我
が
ま
ゝ
を
仰
つ
し
や
つ
て
下
さ
い
ま
し
、
ど
ん

な
難
題
で
も
御
出
し
下
さ
い
ま
し
、
き
つ
と
く
御
気
に
入
り
ま
す
や
う
に

御
奉
公
い
た
し
ま
す
」（
一
九
三
二
・
一
〇
・
七
付
）
と
い
っ
た
文
句
を
書
き

連
ね
、
彼
女
へ
の
徹
底
し
た
従
属
を
誓
っ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
と
お

り
で
、
そ
れ
が
『
春
琴
抄
』
に
お
け
る
佐
助
の
春
琴
に
対
す
る
態
度
に
反

映
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
際
あ
ら
た
め
て
考
え

て
も
よ
い
の
は
、
谷
崎
を
そ
れ
ほ
ど
強
く
魅
了
し
た
松
子
の
美
質
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。
谷
崎
が
自
身
を
従
僕
に
し
て

崇
敬
し
よ
う
と
す
る
書
簡
の
口
調
か
ら
、
松
子
を
「
高
嶺
の
花
」
的
な
美

し
い
女
性
と
し
て
描
き
が
ち
だ
が
、
写
真
で
見
る
限
り
松
子
が
丁
未
子
と

比
べ
て
際
立
っ
て
美
し
い
よ
う
に
は
見
え
ず
、
ま
た
彼
女
が
や
ん
ご
と
な

い
家
の
出
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

谷
崎
の
作
品
世
界
で
は
、
男
性
主
人
公
の
愛
着
の
対
象
と
な
る
の
は
外

貌
が
美
し
い
だ
け
で
は
な
く
、『
痴
人
の
愛
』
の
ナ
オ
ミ
の
よ
う
に
強
い

生
命
力
を
内
在
さ
せ
、
そ
れ
を
振
舞
い
に
発
散
さ
せ
る
こ
と
で
し
ば
し
ば

男
た
ち
を
従
え
て
し
ま
う
女
性
た
ち
で
あ
る
。『
蓼
喰
ふ
虫
』
の
要
は
「
い

ぢ
ら
し
く
、
や
さ
し
く
、
男
の
膝
に
泣
き
く
ず
れ
る
女
」
よ
り
も
、「
男

の
方
か
ら
膝
を
屈
し
て
仰
ぎ
視
る
や
う
な
女
」
に
惹
か
れ
る
思
い
を
表
白

し
て
い
た
が
、
谷
崎
自
身
も
『
雪
後
庵
夜
話
』
で
近
似
し
た
嗜
好
を
語
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
自
分
の
方
か
ら
女
を
仰
ぎ
見
る
。
そ
れ
に
値
ひ
す

る
相
手
で
な
け
れ
ば
女
と
は
思
は
な
い
」
と
述
べ
、
文
壇
の
先
輩
で
あ
る

永
井
荷
風
の
描
い
た
︿
日
蔭
﹀
的
な
女
た
ち
と
比
べ
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

私
は
又
外
貌
が
ど
ん
な
に
美
し
く
て
も
、
病
的
で
、
不
健
康
で
、
体
内
が

不
潔
さ
う
に
思
へ
る
女
を
嫌
つ
た
。
美
人
で
は
あ
る
が
、
過
去
に
さ
ま
ぐ

の
経
歴
を
持
つ
た
、
所
謂
海
千
山
千
の
女
を
嫌
つ
た
。（
中
略
）
先
生
の

も
の
に
は
「
ひ
か
げ
の
花
」
の
お
千
代
や
「
濹
東
綺
譚
」
の
お
雪
の
や
う

な
女
が
現
れ
る
が
、
私
の
作
品
に
出
て
来
る
の
は
「
蘆
刈
」
の
お
遊
さ
ん

や
「
春
琴
抄
」
の
春
琴
や
「
鍵
」
の
郁
子
や
、せ
い

ぐ
「
台
所
太
平
記
」

の
女
中
た
ち
の
や
う
に
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し
た
女
性
ば
か
り
で
あ

る
。

　

谷
崎
が
理
想
と
す
る
の
が
美
し
い
よ
り
も
「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と
し

た
女
性
」
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
は
、
こ
れ
ま
で
眺
め
て
き
た
谷
崎
作
品

に
表
象
さ
れ
る
女
性
た
ち
の
像
と
も
合
致
し
、
そ
れ
を
下
支
え
す
る
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
列
挙
さ
れ
た
作
品
の
な
か
で
、︿
盲
目
﹀
の
主
題
に

は
ず
れ
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
『
蘆
刈
』（『
改
造
』
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一
九
三
二
・
一
一
～
一
二
）
は
、『
雪
後
庵
夜
話
』
で
「
明
瞭
に
彼
女
︹
＝

松
子
︺
を
頭
の
中
に
置
い
て
書
い
た
の
は
「
蘆
刈
」
で
あ
つ
た
」
と
語
ら

れ
る
よ
う
に
、
松
子
へ
の
従
属
的
な
思
慕
が
結
晶
化
さ
れ
た
中
篇
の
作
品

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
語
り
手
が
山
崎
の
川
辺
で
出
会
っ
た
男
か
ら
、
自
分

の
父
母
に
ま
つ
わ
る
奇
妙
な
物
語
を
聞
か
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
父
が
あ
る

美
し
い
若
後
家
の
女
性
を
慕
う
よ
う
に
な
る
も
の
の
、
す
で
に
子
供
が
あ

り
嫁
ぎ
先
と
の
関
係
も
浅
く
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
彼
女
を
自
分
の

妻
に
す
る
こ
と
は
叶
わ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
彼
女
の
妹
と
結
婚
し
て
、
妹

を
媒
介
と
し
た
三
人
の
関
係
の
な
か
で
彼
女
と
の
よ
す
が
を
保
ち
つ
づ

け
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
若
後
家
が
「
お
遊
さ
ん
」
で
、
男
は

そ
の
妹
の
お
静
の
子
供
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
父
が
距
離
を
置
き
つ
つ
長
年

に
わ
た
っ
て
慕
い
つ
づ
け
た
お
遊
に
、
松
子
が
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
晩
期
の
作
品
で
あ
る
『
鍵
』（『
中
央
公
論
』
一
九
五
六
・
一
、五
～

一
二
）
の
郁
子
は
、
自
分
へ
の
性
的
な
執
着
を
保
ち
つ
づ
け
る
初
老
の
夫

を
手
玉
に
取
る
し
た
た
か
な
女
性
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
女
性
た
ち
は
必
ず
し
も
「
若
く
て
清
潔
で
溌
剌
と

し
た
女
性
ば
か
り
」
と
は
い
い
が
た
い
が
、
彼
女
た
ち
を
谷
崎
が
そ
う
し

た
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
て
お
り
、
そ
れ
が
同
時
に
お
遊
や
春
琴
の
源
泉
で
あ

る
松
子
に
も
押
し
当
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
谷
崎
の

崇
敬
の
対
象
と
し
て
静
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
伴
い
や
す
い
松
子
は
、
稲
澤
秀

夫
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』（
第
一
巻
、
烏
有
堂
、
一
九
九
一
）
で
、
女
学
校

時
代
は
「
し
よ
っ
ち
ゅ
う
欠
席
ば
か
り
し
て
遊
ん
で
い
ま
し
た
」
と
み
ず

か
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
な
奔
放
な
「
お
転
婆
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
女
学

校
を
退
学
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
谷
崎
と
の
結
婚
後
も
家
事
に
は
力
を
入

れ
ず
、
少
な
く
と
も
家
庭
的
な
女
性
と
は
ほ
ど
遠
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
輪
郭
は
東
京
時
代
に
谷
崎
が
執
着
し
た
、
ナ
オ
ミ
の
モ
デ
ル
で

あ
る
せ
い
子
の
そ
れ
に
近
く
、
彼
が
強
く
惹
か
れ
る
女
性
の
タ
イ
プ
を
物

語
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
丁
未
子
は
英
語
も
こ
な
す
知
的
な
美
人
で
あ
っ

た
が
、
谷
崎
を
魅
す
る
奔
放
な
生
命
力
の
主
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
松

子
に
乗
り
換
え
ら
れ
る
一
因
と
な
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

  

小
谷
野
敦
は
『
谷
崎
潤
一
郎
伝　

堂
々
た
る
人
生
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
六
）
で
、『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』
の
記
述
を
踏
ま
え
つ
つ
、
松
子

と
谷
崎
と
の
婚
姻
に
、
没
落
す
る
根
津
家
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
彼
女

が
谷
崎
を
性
的
に
籠
絡
し
た
面
が
あ
り
、
谷
崎
が
崇
敬
を
捧
げ
た
理
想
的

女
性
と
い
う
「
松
子
神
話
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
。
そ
れ
は
首
肯
し
う
る
見
解
で
、『
春
琴
抄
』
に
透
か
し
見
ら
れ
る

春
琴
と
佐
助
の
性
的
な
和
合
は
、
多
分
に
松
子
か
ら
の
働
き
か
け
の
結
果

で
も
あ
っ
た
、
彼
女
と
谷
崎
の
間
に
成
就
さ
れ
て
い
た
親
密
さ
の
写
し
絵

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
読
み
手
が
解
放
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
谷
崎

が
美
し
い
女
性
へ
の
崇
敬
を
表
現
し
つ
づ
け
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
「
神

話
」
か
ら
で
も
あ
る
。
繰
り
返
し
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
谷
崎
が
女
性
に

求
め
る
も
の
は
そ
こ
に
は
ら
ま
れ
た
し
た
た
か
な
生
命
感
で
あ
り
、
そ
れ

を
も
っ
と
も
直
截
に
感
じ
取
る
感
覚
と
し
て
の
触
覚
を
よ
す
が
と
し
て

生
き
る
人
間
を
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
作
品
が
描
き
出
し
て
い
た

の
で
あ
る

27
。

︹
註
︺

1　

 
引
用
は
『
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』（
1
、
白
水
社
、
二
〇
〇
一
）
所
収
の
『
屈
折
光
学
』

（
青
木
靖
三
・
水
野
和
久
訳
、
原
著
は
一
六
三
七
）
に
よ
る
。

2　

 

Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
『
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
の
銀
河
系

︱
活
字
人
間
の
形
成
』（
森



99

柴田勝二「〈手ざわり〉のなかの関係—谷崎潤一郎の〈盲目〉の世界」/ 
SHIBATA, Shoji. "Harmony through the Touch: Tanizaki Jun-Ichiro’s World of ‘Blindness’ ."

—
 

Es
sa

ys
　
—

常
治
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
六
、
原
著
は
一
九
六
二
）。

3　
 

開
眼
盲
人
の
問
題
は
、
弁
護
士
で
光
学
研
究
家
で
あ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ヌ

ー
ク
ス
が
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
に
宛
て
た
書
簡
で
提
起
し
て
以
来
長
く
議
論
の
対
象

と
な
っ
た
た
め
に「
モ
リ
ヌ
ー
ク
ス
問
題
」と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
ロ
ッ
ク
は『
人

間
知
性
論
』
に
お
い
て
、
開
眼
盲
人
が
視
覚
に
よ
っ
て
球
と
立
方
体
を
区
別
で
き

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
初
め
て
見
て
ど
ち
ら
が
球
体
で
、
ど
ち
ら
が
立
方

体
か
を
絶
対
確
実
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
」（
大
槻
春
彦
訳
、
引
用
は
中
公
バ
ッ
ク

ス
名
著
32
『
ロ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
ム
』
一
九
八
〇
、
原
著
は
一
六
八
九
）
と
い
う
推

断
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
『
人
間
認
識
起
源
論
』
で
こ
の
ロ

ッ
ク
の
推
断
を
受
け
つ
つ
、
開
眼
盲
人
が
光
の
世
界
に
導
か
れ
た
と
し
て
も
、
た

だ
ち
に
そ
の
魅
惑
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
そ
の
真
の
喜
び
を
彼
に
分
か
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
反
省
に
よ
っ
て
の
み
な
の
だ
」（
古
茂
田
宏
訳
、

引
用
は
岩
波
文
庫
『
人
間
認
識
起
源
論
』
上
、
一
九
九
四
、
原
著
は
一
七
四
六
）

と
述
べ
て
い
る
。

4　

引
用
は
『
眼
と
精
神
』（
み
す
ず
書
房
、一
九
六
六
、原
論
文
は
一
九
六
〇
）
に
よ
る
。

5　

 

Ｊ
・
デ
リ
ダ
『
触
覚
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
に
触
れ
る
』（
松
葉
祥
一
・

榊
原
達
哉
・
加
國
尚
志
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
六
、
原
著
は
二
〇
〇
〇
）。

6　

 

引
用
は
世
界
の
大
思
想
20
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
四
、

原
著
は
Ｂ
Ｃ
三
二
四
頃
）
に
よ
る
。

7　

 

小
森
陽
一
「
文
学
に
お
け
る
都
市
」（『
梅
光
女
学
院
大
学
公
開
講
座
集
』
22
、

一
九
八
八
、
所
収
）。

8　

伊
藤
整
「
解
説
」（
新
書
版
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集
』
中
央
公
論
社
、
一
九
五
八
）。

9　

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
二
）。

10　

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
）。

11　

 

周
知
の
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
『
恋
愛
論
』
で
、
塩
坑
に
投
げ
込
ま
れ
た
枯
枝

が
塩
の
結
晶
に
包
ま
れ
る
よ
う
に
、
恋
愛
の
相
手
を
意
識
の
な
か
で
美
化
し
て
し

ま
う
作
用
を
「
結
晶
作
用
」
と
呼
ん
で
い
る
。

12　

 

千
葉
俊
二
『
谷
崎
潤
一
郎　

狐
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
』（
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
）。
こ

こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る

13　

 

横
光
利
一
は
「
覚
書
七
（
作
家
の
生
活
）」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
三
四・二・一
三
～

一
五
）
で
、「
佐
助
の
眼
を
突
く
心
理
を
少
し
も
書
か
ず
に
、
あ
の
作
を
救
は
う
と

い
ふ
大
望
」
が
作
者
の
な
か
に
あ
り
、「
一
番
困
難
な
と
こ
ろ
」
が
省
筆
さ
れ
て
い

る
と
い
う
批
判
を
与
え
て
い
る
。

14　

 

野
坂
昭
如
「
春
琴
抄
」（『
國
文
学
』
一
九
七
八
・
八
）、
河
野
多
恵
子
『
谷
崎
文
学

と
肯
定
の
欲
望
』（
前
出
）。

15　

 

千
葉
俊
二
『
鑑
賞
日
本
文
学
8
谷
崎
潤
一
郎
』（
角
川
書
店
、
一
九
八
二
）、
多
田

道
太
郎
『
自
分
学
』（
朝
日
出
版
社
、
一
九
七
九
）。

16　

 

秦
恒
平
「
春
琴
自
害
」（『
新
潮
』
一
九
八
九
・
一
→
『
谷
崎
潤
一
郎
』
筑
摩
書
房
、

一
九
八
九
）。

17　

永
栄
啓
伸
『
谷
崎
潤
一
郎
論　

伏
流
す
る
物
語
』（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
二
）。

18　

磯
田
光
一
「
解
説
」（
新
潮
文
庫
版
『
猫
と
庄
造
と
二
人
の
お
ん
な
』
一
九
七
〇
）。

19　

野
口
武
彦
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
前
出
）。

20　

 

た
つ
み
都
志
「「
春
琴
抄
」
真
相
不
在

︱
叙
述
区
分
に
よ
る
分
析
」（『
日
本
近

代
文
学
』
42
集
、
一
九
九
〇
・
五
）、
中
村
と
も
え
「
虚
構
あ
る
い
は
小
説
の
生
成

︱
谷
崎
潤
一
郎
『
春
琴
抄
』
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
74
集
、
二
〇
〇
六
・
五
）

な
ど
。

21　
 

Ｗ
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』（
米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・
渡
辺
克
昭
訳
、

水
声
社
、
一
九
九
一
、
原
著
は
一
九
六
一
）、
Ｇ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス

ク
ー
ル
』（
花
輪
光
・
和
泉
涼
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
五
、
原
著
は
一
九
七
二
）
な

ど
に
よ
る
。

22　

 『
浅
井
三
代
記
』
の
引
用
は
『
史
籍
集
覧　

第
六
冊
』（
近
藤
出
版
部
、
一
九
一
九
）

に
よ
る
。
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23　

 

お
市
の
方
の
婚
姻
に
つ
い
て
は
主
に
小
和
田
哲
男
編
『
浅
井
長
政
の
す
べ
て
』

（
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
八
）、
宮
島
敬
一
『
浅
井
氏
三
代
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
）
を
参
照
し
た
。
お
市
の
方
が
長
政
に
嫁
い
だ
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
が
、こ
こ
で
は
『
浅
井
長
政
の
す
べ
て
』
所
収
の
神
田
裕
理
「
お
市
と
の
婚
姻
」

に
お
け
る
説
を
採
っ
た
。

24　
『
太
閤
記
』
の
引
用
は
『
史
籍
集
覧　

第
六
冊
』（
前
出
）
に
よ
る
。

25　

 

多
田
蔵
人
「
谷
崎
潤
一
郎
『
盲
目
物
語
』
の
材
源
と
方
法
」（『
國
語
國
文
』

二
〇
一
二
・
一
一
）。
多
田
は
お
市
の
方
を
︿
殺
す
﹀
こ
と
に
至
る
弥
市
の
欲
望
を
、

戦
国
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
「
動
乱
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
表
出
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

こ
れ
は
興
味
深
い
見
解
だ
が
、
従
者
と
し
て
の
彼
の
像
に
合
致
し
な
い
だ
け
で
な

く
、
彼
の
触
覚
的
欲
望
の
対
象
が
茶
々
に
移
行
し
て
し
ま
う
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
看
過

さ
れ
て
い
る
。

26　

中
村
光
夫
『
谷
崎
潤
一
郎
論
』（
前
出
）。

27　

 

谷
崎
と
松
子
夫
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
野
村
尚
吾
『
伝
記
谷
崎
潤
一
郎
』（
六

興
出
版
、一
九
七
二
）、稲
澤
秀
夫
『
秘
本
谷
崎
潤
一
郎
』（
第
一
～
第
三
巻
、烏
有
堂
、

一
九
九
一
～
九
三
）、小
谷
野
敦
が
『
谷
崎
潤
一
郎
伝　

堂
々
た
る
人
生
』（
前
出
）、

及
び
『
雪
後
庵
夜
話
』（
前
出
）
等
谷
崎
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
に
よ
っ
て
い
る
。
稲
澤

の
著
書
は
私
家
版
的
な
も
の
だ
が
、
松
子
夫
人
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
へ
の
取

材
の
う
え
に
成
り
立
っ
た
資
料
で
、
小
谷
野
の
著
書
に
も
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
谷
崎
と
松
子
の
関
係
は
従
来
の
見
方
よ
り
も
か
な
り
早
く
、

千
代
と
の
結
婚
時
代
に
す
で
に
始
ま
っ
て
お
り
、
根
津
を
見
限
っ
た
松
子
か
ら
の

誘
惑
的
な
接
近
が
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。


