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浦
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夫

　
今
年
度
も
多
く
の
研
究
所
所
員
の
先
生
方
の
ご
援
助
で
様
々
な
企
画
を
実
現
で
き
た
こ
と
を
改
め
て
感

謝
の
意
と
と
も
に
ご
報
告
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
筆
者
自
身
が
昨
年
度
構
想
し
、
本
誌
前
号
の
こ
の
場

で
予
告
し
た
企
画
を
残
念
な
が
ら
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
。
予

想
外
の
業
務
に
多
く
の
時
間
を
割
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
あ
る
に
せ
よ
、
所
長
と
し
て
の

任
期
を
終
え
る
に
あ
た
っ
て
大
き
な
悔
恨
を
残
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
来
年
度
以
後
に
、
一
所

員
と
し
て
そ
の
一
部
で
も
実
現
で
き
る
よ
う
努
力
し
た
い
と
思
う
。

　
ま
た
、
私
事
に
わ
た
る
が
、
筆
者
の
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
芸
術
教
育
の
場
が
閉
鎖
の
危
機

に
晒
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
側
面
的
な
支
援
を
通
し
て
、
思
考
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
構
築
と
い

う
課
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
の
フ
ラ
ン
ス
語
講
読
の
教
室
で
は
必
ず
と
い

っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
の
ひ
と
つ
に
、
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
詩
、「
自
由
」
が
あ

る
。「
僕
は
書
く

　
君
の
名
前
を
」
を
最
終
行
と
す
る
四
行
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
二
十
回
以
上
に
わ
た
っ
て
反

復
さ
れ
る
こ
の
作
品
は
、
最
終
行
で
君
と
呼
ば
れ
る
対
象
の
名
前
が
自
由
と
い
う
語
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
に
い
た
っ
て
、
文
学
史
的
な
記
述
を
援
用
す
れ
ば
、
恋
愛
詩
の
形
式
を
採
用
し
た
抵
抗
の
戦
線
を
構

築
す
る
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
の
残
り
の
三
行

が
、
名
前
の
表
記
の
場
の
列
挙
で
あ
る
こ
と
だ
。
し
か
も
、
こ
の
表
記
可
能
な
場
所
は
読
者
に
よ
る
変
形

と
追
加
に
無
際
限
に
開
か
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
読
者
は
自
ら
の
手
で
、
こ
の
表
記
の
場
を
さ
ら
に

拡
張
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
ら
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
詩
は
万
人
に
よ
っ
て
書

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
的
な
信
条
の
具
体
的
な
実
現
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、

小
さ
な
、
そ
し
て
可
塑
性
に
開
か
れ
た
イ
ン
フ
ラ
を
構
築
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
本
号
の
特
集
名
と
な
っ
た
「
感
覚
の
組
織
化
」
と
い
う
語
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
組

織
化
さ
れ
た
感
覚
の
論
理
」
と
い
う
語
を
喚
起
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
セ
ザ
ン
ヌ
の
表
現
も
ま
た
、
自
ら

に
襲
い
か
か
っ
て
く
る
感
覚
の
混
乱
状
態
へ
の
対
処
と
し
て
生
産
さ
れ
た
イ
ン
フ
ラ
で
あ
っ
た
と
い
え
る

は
ず
だ
。
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わ
せ
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
詩
的
表
現
に
関
連
し
て
、
ペ
ル
シ
ア

詩
研
究
の
古
典
的
名
著
と
さ
れ
る
『
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
詩
的
イ
メ
ー

ジ
』（
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
・
キ
ャ
ド
キ
ャ
ニ
ー
が
一
九
七
一
年
に
上
梓
）
の
中

で
、
文
学
上
の
「synæ

sthesia

（「
共
感
覚
」）」
の
ペ
ル
シ
ア
語
訳
と
し
て

「ḥiss-ām
īzī

（
詩
文
中
に
見
ら
れ
る
、
五
感
の
一
つ
を
他
の
感
覚
に
関
係
づ
け

る
表
現
」）」
と
い
う
ペ
ル
シ
ア
語
の
新
た
な
術
語
が
提
案
さ
れ
て
い
る

3
。

　

こ
の
研
究
書
は
、
そ
の
副
題
「
ペ
ル
シ
ア
詩
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
発
展

と
イ
ス
ラ
ー
ム
・
イ
ラ
ン
に
お
け
る
修
辞
理
論
の
変
遷
に
関
わ
る
批
判
的

研
究
」
が
示
す
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
伝
統
的
修
辞
学B

alāgha

と
現
代
世
界
の
文
学
理
論
と
を
批
判
的
に
融
合
さ
せ
つ
つ
、
西
暦
一
二
世

紀
ま
で
の
ペ
ル
シ
ア
詩
の
個
々
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
構
造
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
著
者
は
、
本
書
の
一
節
で
、
五
感
覚
の
な
か
で
も
視
覚
機
能

が
も
つ
重
要
な
役
割
に
注
目
し
、「
視
覚
」
に
関
わ
る
色
彩
表
現
を
軸
に
、

聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
か
ら
、
ア
ラ
ブ
詩
、
ペ
ル
シ
ア
詩
の
色
彩
に
係
る
表
現

上
の
構
造
の
特
徴
と
変
遷
を
記
述
す
る
中
で
、
西
暦
一
一
世
紀
（
ヘ
ジ
ラ

歴
五
世
紀
）
頃
ま
で
の
、
自
然
を
投
影
し
た
ペ
ル
シ
ア
詩
の
色
彩
に
関
わ

る
特
徴
的
な
表
現
が
、
徐
々
に
、
可
視
的
事
物
の
感
覚
的
次
元
を
超
え
て

拡
大
し
、
観
念
化
、
抽
象
化
、
さ
ら
に
、
思
想
・
思
惟
な
ど
の
文
化
的

要
素
の
表
象
表
現
と
し
て
発
展
す
る
経
緯
を
述
べ
て
い
る

4
。
一
三
世
紀

ペ
ル
シ
ア
詩
に
見
る
「
共
感
覚Ḥiss-ām

īzī

」
の
諸
相
─
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン・モ
ハ
ン
マ
ド・バ
ル
ヒ
ー・

ル
ー
ミ
ーJalāl al-D

īn M
u ḥam

m
ad Balkhī Rūm

ī

（
一
二
七
三
年
没
）
の
詩
作
を
読
み
解
く
た
め
の
一
つ
の
視
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
井
守
男

は
じ
め
に

　

西
暦
一
〇
世
紀
以
降
に
本
格
化
す
る
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
詩
作
の
過

程
に
は
、
詩
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
、
味
覚
、
触

覚
の
五
感
が
、
本
来
の
感
覚
の
働
き
の
枠
を
超
え
て
自
在
に
組
み
合
わ
さ

れ
た
独
特
な
表
現
が
見
出
せ
る
。
西
暦
千
年
頃
に
執
筆
さ
れ
た
長
大
な
民

族
叙
事
詩
『
王
書Shāhnām

e

』
の
詩
句
、 

二
本
の
足
か
せ
か
ら
我
を
解
き
放
ち　

ま
ず
は
ホ
ス
ロ
ウ
に
こ
の
件
を
告

げ
よ

こ
の
言
葉
で
汝
の
謎
は
解
か
れ　

そ
の
耳
に
明
る
き
声raw

shan āw
āz

が

届
く

1　

に
あ
る
「
明
る
き
声
」
と
い
う
表
現
も
、
こ
の
種
の
言
葉
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
隠
喩
的
表
現
と
さ
れ
る
。
イ
ラ
ン
の
現
代
詩

の
分
野
で
、「
視
覚
」
の
対
象
の
花
が
「
聴
覚
」
の
対
象
と
な
る
「
叫
び
」

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
菫
の
叫
び
」
と
い
う
表
現
が
物
議
を
か
も
し
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い

2
。

　

本
来
の
働
き
か
ら
す
る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
「
感
覚
の
組
み
合



7

———　感覚の組織化　———

半
ば
に
登
場
す
る
中
世
イ
ラ
ン
最
大
の
神
秘
家
、
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー

ン
・
モ
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ル
ヒ
ー
・
ル
ー
ミ
ー（
以
下
、一
般
的
慣
習
に
従
い「
ル
ー

ミ
ー
」
と
す
る
）
の
詩
作
に
は
、
彼
の
思
惟
が
詩
と
し
て
昇
華
す
る
過
程

で
無
意
識
の
内
に
生
ま
れ
た
「
共
感
覚
」
的
な
表
現
域
が
、
精
神
界
の
揺

ら
ぎ
の
濃
淡
の
中
で
拡
張
さ
れ
て
い
る
姿
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

5
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
一
見
、
隠
喩
的
表
現
と
し
て
の
相
貌
を
も

つ
「
共
感
覚
」
的
表
現
が
、
い
わ
ば
、
詩
作
に
現
れ
る
「
比
喩
」
自
体
が

生
成
さ
れ
る
過
程
を
映
し
出
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。「
共
感
覚
」
的
表

現
の
考
察
は
、
ペ
ル
シ
ア
詩
に
特
徴
を
与
え
る
多
様
な
詩
的
「
比
喩
」
表

現
が
生
ま
れ
る
表
現
の
場
自
体
へ
の
参
内
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り

得
る
。
そ
れ
は
神
秘
家
が
発
す
る
言
葉
の
表
現
上
の
矛
盾
を
解
明
す
る
一

つ
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

小
論
は
、「
共
感
覚
」
的
な
表
現
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
上
の
淵
源
に
係

る
議
論
の
枠
組
み
に
触
れ
た
う
え
で
、
文
学
上
の
「
共
感
覚
」
的
要
素
の

視
点
か
ら
、
後
世
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
詩
人
、
思
想
家
に
計
り
知
れ
な

い
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
の
源
泉
に
迫
ろ
う
と
い

う
試
み
で
あ
る
。

一
．
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
と
「
共
感
覚
」
と
の
接
点
を
め
ぐ
っ
て

　

イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
と
「
共
感
覚
」
と
の
接
点
に
関
わ
る
例
と
し
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
根
幹
で
あ
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ク
ル

ア
ー
ン
の
中
に
、
五
感
の
内
の
二
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
来
の
働
き
と
し

て
は
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
表
現
が
あ
り
、
ク
ル
ア
ー

ン
注
釈
を
通
し
て
そ
の
表
現
上
の
妥
当
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
と
し
て
、「
ナ
フ
ル
（
蜜
蜂
）」
章
、第
一
一
二
句
（
井

筒
訳
で
は
第
一
一
三
句
）
に
関
す
る
二
つ
の
邦
訳
を
挙
げ
て
み
る
。

「
神
は
あ
る
街
を
譬
え
に
ひ
き
た
も
う
た
。
そ
こ
は
平
穏
無
事
で
、
食
糧

は
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
豊
か
に
は
い
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
神
の
恩
恵

に
た
い
し
て
恩
知
ら
ず
の
態
度
を
と
っ
た
の
で
、
そ
の
悪
事
の
報
い
と
し

て
、神
は
そ
こ
に
飢
餓
と
恐
怖
と
を
、衣
を
着
せ
る
よ
う
に
味
わ
わ
せ
た
。」   

（『
コ
ー
ラ
ン
』
中
央
公
論
社
、
責
任
編
集　

藤
本
勝
次
）

「
ま
た
ア
ッ
ラ
ー
が
喩（
た
と
え
）を
お
引
き
に
な
っ
た
。
あ
る
邑（
ま
ち
）

が
あ
っ
た
。
な
ん
の
心
配
も
な
く
、
何
不
足
な
く
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の

物
資
が
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
集
ま
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
ほ
ど
の
ア
ッ
ラ
ー
の
お
恵
に
忘
恩
の
態
度
を
と
り
お
っ
た
の
で
、
ア
ッ

ラ
ー
は
こ
れ
に
飢
餓
と
恐
怖
の
衣
を
（
す
っ
ぽ
り
被
せ
て
）、
人
々
の
し

た
（
悪
）
事
の
報
い
を
味
わ
せ
給
う
た
。」

（
岩
波
文
庫
版
『
コ
ー
ラ
ン
』
井
筒
俊
彦
訳
よ
り
）

　

井
筒
訳
に
は
、
神
が
不
信
仰
な
民
に
対
し
て
「（
飢
餓
と
恐
怖
の
）
衣
を

（
彼
ら
に
）
味
わ
せ
た adhāqa-hā A

llāhu libāsa  al-jū‘i w
a al-khaufi

」

と
い
う
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語
原
文
の
構
造
が
、
よ
り
明
確
に
浮

か
び
上
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
の
問
題
の
所
在
は
、「
触

覚
」
に
関
わ
る
「
衣
」
に
、「
味
覚
」
に
関
わ
る
「
味
わ
う
」
と
い
う
表

現
の
組
み
合
わ
せ
が
、
通
常
の
感
覚
の
働
き
に
基
づ
く
表
現
と
し
て
は
矛

盾
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た

ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
と
し
て
、
古
来
、
確
た
る
典
拠
と
さ
れ
て
い
る
ザ
マ
フ

シ
ャ
リ
ーJār A

llāh M
aḥm

ūd b.‘U
m

ar al-Zam
akhsharī

（
一
一
一
四
年
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没
）
の
『
啓
示
の
真
理
を
開
示
す
る
も
のal-K

ashshāf ‘an ḥaqā’iq al-
tanzīl

』
は
こ
の
句
の
隠
喩
に
関
し
て
、飢
餓
と
恐
怖
を
味
わ
う
こ
と
は
現

実
に
あ
り
え
る
喩
で
あ
り
、
人
を
覆
う
衣
は
、
何
か
を
「
包
み
込
む
」
隠

喩
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
、
と
注
釈
し
て
い
る
6

。
こ
の
句
の
「
触
覚
」

に
続
く
「
味
覚
」
の
組
み
合
わ
せ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
総
じ
て
、
こ

の
「
共
感
覚
」
的
な
組
み
合
わ
せ
に
積
極
的
な
意
味
合
い
を
見
出
す
解
釈

は
報
告
さ
れ
て
い
な
い
が

7
、「
共
感
覚
」
の
問
題
が
聖
典
に
も
そ
の
関

わ
り
を
示
す
例
と
し
て
興
味
深
い
。

　

聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
の
一
部
に
も
見
出
さ
れ
る
「
共
感
覚
」
の
主
題
は
、

人
間
の
感
覚
に
関
す
る
神
学
的
な
理
解
の
道
筋
の
中
で
、
よ
り
明
確
で
具

体
的
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
影
響
下
、
神
の

唯
一
性
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
ク
ル
ア
ー
ン
を
神
の
永
遠
性
か
ら
切
り
離

し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
被
造
性
を
説
き
、
人
間
の
側
の
行
為
の
選
択
権
を
主

張
す
る
な
ど
、
啓
示
的
事
象
の
解
釈
に
理
性
を
持
ち
込
む
合
理
的
傾
向
を

示
し
た
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
神
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
合
理
的
な
ク
ル

ア
ー
ン
解
釈
へ
の
理
解
を
残
し
な
が
ら
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
神
の
言
葉
と
し

て
み
と
め
、
神
の
全
能
性
を
重
視
す
る
立
場
を
と
っ
た
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派

神
学
（
及
び
、マ
ー
ト
リ
ー
デ
ィ
ー
派
神
学
）
の
洞
察
に
は
、図
ら
ず
も
、「
共

感
覚
」
の
問
題
が
顕
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
正
統
派

の
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
の
「
感
覚
」
に
関
す
る
教
義
論
的
見
解
を
知
る
た

め
、
こ
こ
で
は
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
聖
法
学
者
で
神
学
上
は
マ
ー
ト
リ
ー

デ
ィ
ー
派
に
属
す
ナ
ジ
ュ
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ー
・
ハ
フ
ス
・
ナ
サ

フ
ィ
ーN

ajm
 al-D

īn A
bū ḥaf  al-N

asafī al-M
āturīdī

（
一
一
四
一
／
二
年

没
）
が
執
筆
し
た
『
信
条
』al-‘Aqā’id al-N

asafīya

に
関
し
て
、
一
四

世
紀
後
半
、
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ーṢa‘d al-D

īn al-Taftāzānī

（
一
三
八
九

／
九
〇
年
没
）
が
独
自
の
解
釈
を
展
開
し
た
『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
「
信
条
」

注
釈Sharḥ al-‘Aqā’id al-N

asafīya

』
に
お
け
る
「
感
覚
」
に
関
す
る

注
釈
に
注
目
す
る
。
タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ー
が
『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
「
信
条
」

注
釈
』
の
中
で
展
開
す
る
教
義
論
に
お
い
て
、
正
統
派
の
ア
シ
ュ
ア
リ
ー

派
、
お
よ
び
マ
ー
ト
リ
ー
デ
ィ
ー
派
の
神
学
上
の
考
え
方
の
典
型
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

8
。

　

注
釈
で
は
、
ま
ず
、
創
造
に
対
す
る
知
識
の
原
因
に
は
、
健
全
な
る
感

覚
、
正
し
き
伝
承
、
理
性
、
の
三
つ
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
対
す

る
疑
義
に
こ
た
え
る
教
義
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
は
、「
感
覚
」
に
つ
い
て
、
ナ
サ
フ
ィ
ー
の
本
文
に
そ
っ
て
、

以
下
の
よ
う
に
釈
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。（「　
」
内
は
、『
ナ
サ
フ
ィ
ー
の

信
条
』
の
本
文
を
示
す
。）
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
本
文
自
体
の
内
容
と

い
う
よ
り
、
本
文
に
注
釈
を
加
え
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
タ
フ
タ
ー
ザ
ー

ニ
ー
の
説
く
内
容
で
あ
る
。

「
諸
感
覚ḥaw

āss

は
」
す
な
わ
ち
、
感
覚ḥāssa

の
複
数
形
、
感
覚
機
能

の
意
味
。

「
五
つ
あ
る
。」
そ
の
存
在
の
必
然
性
を
決
定
す
る
理
性
の
意
味
で
あ
る
。

哲
学
者
た
ち
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
内
的
感
覚ḥaw

āss al-bāṭina

に
つ

い
て
い
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
に
応
じ
た
証
明
は
不
十
分
で
あ
る
。

　

タ
フ
タ
ー
ザ
ー
ニ
ー
は
、
こ
の
前
段
の
部
分
で
、
神
的
世
界
に
関
わ
る

事
象
に
関
し
て
、
徹
底
し
て
詳
細
に
ま
で
記
述
す
る
哲
学
者
の
方
法
に
否

定
的
で
あ
っ
た
初
期
の
神
学
者
の
意
見
を
紹
介
す
る
際
に
「
共
通
感
覚

ḥiss m
ushtarak

」
な
ど
の
内
的
感
覚
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
正
統
派
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———　感覚の組織化　———

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
、
哲
学
者
の
説
く
五
つ
の
内
的
感
覚
と
は
、

「
共
通
感
覚
」、「
事
物
形
象
の
保
持
力m

uṣaw
w

ara

」、「
直
観
的
推
察
力

w
ahm

」、「
形
象
統
合
力
（
想
像
力m

utakhayyala

）」、「
記
憶
力ḥāfiẓa

」

の
五
つ
で
あ
る

9
。

　

ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学
で
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
、
五
感

に
つ
い
て
は
、「
外
的
感
覚
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
注
釈
が
付
さ
れ
る
。

　
「
す
な
わ
ち
、
聴
覚
」
は
、
耳
の
聴
道
に
広
が
る
神
経
に
付
与
さ
れ
た

機
能
で
あ
り
、
音
質
を
構
成
す
る
空
気
と
聴
道
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ

り
音
が
知
覚
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
は
、神

―
至
高
で
あ
ら
れ
る

―
が
、

そ
の
よ
う
に
し
て
、
人
間
の
内
面
に
知
覚
を
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

　
「
さ
ら
に
視
覚
」は
、脳
内
で
相
互
に
結
び
つ
い
て
か
ら
双
方
に
分
か
れ
、

二
つ
の
目
に
向
か
う
、二
つ
の
窪
み
の
神
経
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
あ
る
。

こ
の
機
能
を
通
じ
て
、光
の
輝
き
、事
物
の
色
彩
、形
、嵩
（
か
さ
）、動
き
、

も
の
の
美
醜
そ
の
他
を
知
覚
さ
れ
る
。
至
高
な
る
神
は
、
神
の
下
僕
（
被

造
物
）
が
こ
の
機
能
を
使
う
度
に
人
間
の
内
面
に
こ
れ
を
創
造
な
さ
る
。

「
さ
ら
に
嗅
覚
」
は
、
前
頭
部
に
突
き
出
て
い
る
、
動
物
の
乳
首
に
似
た
、

二
つ
の
盛
り
あ
が
っ
た
突
起
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
、
香
り
の
質
を
決
め

る
空
気
と
鼻
孔
と
を
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
香
り
が
知
覚
さ
れ
る
。

「
さ
ら
に
味
覚
」
は
、
舌
の
器
官
に
広
が
る
神
経
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
、

口
の
中
で
味
わ
わ
れ
る
も
の
と
共
に
あ
る
唾
液
と
混
ざ
り
あ
い
、
そ
れ
が

神
経
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
り
味
わ
い
が
知
覚
さ
る
。「
さ
ら
に
触
覚
で

あ
る
。」
こ
れ
（
触
覚
）
は
、
体
全
体
に
広
げ
ら
れ
た
機
能
で
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
熱
、
寒
さ
、
湿
気
、
乾
き
が
知
覚
さ
れ
る
。
何
か
に
触
れ

た
り
、
接
触
す
る
際
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
知
覚
さ
れ
る
。

　
「
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
に
よ
っ
て
」
す
な
わ
ち
、
五

つ
の
感
覚
は
、「
知
ら
さ
れ
る
。」
す
な
わ
ち
、
知
識
を
与
え
ら
れ
る
、「
そ

の
お
の
お
の
が
定
め
ら
れ
た
世
界
に
対
応
し
て
」
す
な
わ
ち
、
個
々
の
感

覚
（
の
対
応
）。
こ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
神

―
至
高
な
る
お
方
に

栄
光
あ
れ

―
は
、
こ
れ
ら
の
感
覚
を
そ
れ
ぞ
れ
に
特
定
さ
れ
る
事
物
の

知
覚
の
た
め
に
創
造
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
、
聴
覚
は
音
の
た
め
に
、
味
わ

わ
れ
る
も
の
の
た
め
に
は
味
覚
、
香
り
の
た
め
に
嗅
覚
、
と
い
う
よ
う
に
。

他
の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
通
し
て

知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
他
の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
許

さ
れ
る
か
（
可
能
か
）、
あ
る
い
は
、
可
能
で
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
異

な
る
見
解
が
あ
る
が
、
正
し
い
見
解
は
、
こ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
至
高
な
る
神
の
創
造
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
神
の
創
造
に
よ
る
諸
感
覚
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の

な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
神
が
、
視
覚
に
対
応
し

た
感
覚
に
続
い
て
音
の
知
覚
を
創
造
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
る

10
。

　　
「
外
的
感
覚
」
に
関
わ
る
注
釈
の
最
後
の
部
分
で
、
あ
る
感
覚
が
「
他

の
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
神
の
全

能
を
背
景
と
し
て
「
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
正
統
派

神
学
の
教
義
論
が
、
文
学
上
の
「
共
感
覚
」
の
議
論
に
直
接
関
わ
る
こ
と

は
あ
り
得
な
い
が
、
正
統
派
神
学
の
考
え
方
で
は
、「
外
的
感
覚
」
の
相

互
が
交
代
す
る
可
能
性
は
神
の
全
能
を
背
景
と
し
て
否
定
さ
れ
な
い
と

い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
「
共
感
覚
」
の
神
学
的
土
台
と
も
い

え
る
考
え
方
で
あ
る
。
合
理
的
な
ム
ウ
タ
ズ
ィ
ラ
派
神
学
の
立
場
か
ら
は

導
き
出
さ
れ
な
い
結
論
で
あ
ろ
う
。
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冒
頭
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、ペ
ル
シ
ア
詩
の
世
界
、と
り
わ
け
、ル
ー

ミ
ー
の
詩
作
に
見
出
せ
る
「
共
感
覚
」
的
表
現
は
、
可
視
的
・
感
覚
的
次

元
の
枠
組
み
を
破
砕
し
、
観
念
化
と
抽
象
化
に
関
わ
る
思
惟
の
領
域
に
ま

で
拡
大
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
が
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
内
的
感
覚
」
が
、
哲
学
的
思
惟
の
世
界
の
文
学
的
表
現
と
し
て

ペ
ル
シ
ア
語
の
知
的
伝
統
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
一
二

世
紀
後
半
に
イ
ブ
ン
・
ス
ィ
ー
ナ
ーIbn Sīnā

（
一
〇
三
七
年
没
）
の
哲
学

的
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
哲
学
的
命
題
と
神
秘
主
義
的

内
的
経
験
と
の
結
合
を
試
み
た
シ
ハ
ー
ブ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ヤ
フ
ヤ
ー
・
ス

フ
ラ
ワ
ル
デ
ィ
ーShihāb al-D

īn Yaḥyā Suhraw
ardī

（
一
一
九
一
年
没
）

が
、
五
つ
の
「
外
的
感
覚
」
と
五
つ
の
「
内
的
感
覚
」（
一
〇
感
覚
）
の

比
喩
を
用
い
て
、
能
動
知
性
と
人
間
の
合
体
を
ペ
ル
シ
ア
語
で
著
し
た
表

象
的
物
語
の
題
名
『
赤
い
知
性‘Aql-i Surkh
』

11
に
も
、
そ
う
し
た
隠
喩

表
現
の
変
遷
の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

二
．
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
に
見
る
「
共
感
覚
」
と
「
感
覚
の
統
合
」
の
問
題 

　

神
の
全
能
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、「
神
の
慣
習
」
の
中
で
天
命
の
実

現
に
よ
っ
て
運
行
す
る
世
界
観
を
受
け
入
れ
る
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
神
学

の
教
義
の
展
開
を
背
景
と
し
て
、
詩
的
経
験
と
世
界
存
在
の
波
動
を
感
知

す
る
感
性
か
ら
表
出
す
る
想
像
力
は
、
詩
人
の
「
共
感
覚
」
的
表
現
の
可

能
性
を
押
し
広
げ
た
。
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
そ
う
し
た
表
現
の
典
型
は

ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
に
見
出
せ
る
。

　

ル
ー
ミ
ー
の
代
表
的
詩
作
品
に
は
、
ル
ー
ミ
ー
が
霊
的
存
在
と
し
て
心

酔
し
た
ス
ー
フ
ィ
ー
、
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
が
姿
を
消
し
て
以
降
、

彼
へ
の
思
慕
と
熱
情
が
詩
と
し
て
奔
出
し
た
膨
大
な
抒
情
詩
群
（『
シ
ャ

ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
現
在
で
も
真
作
を
土
台
と
す
る
校
訂
の
決
定
版
は

な
い
た
め
総
句
数
は
明
言
で
き
な
い
と
さ
れ
る
）
と
、後
に
、一
二
五
八
（
九
）

年
以
降
の
精
神
的
静
謐
の
中
で
口
述
筆
記
さ
れ
た
精
神
的
叙
事
詩
集
『
マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』（
約
二
五
〇
〇
〇
句
）
が
あ
る
。

　
「
共
感
覚
」
的
表
現
が
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
の
中
に
も
つ
意
味
は
、
通
常

の
語
句
連
想
の
枠
を
超
え
る
、
い
わ
ば
、
一
種
の
「
異
化
作
用
」
の
機
能

を
通
じ
て
、
ル
ー
ミ
ー
の
複
雑
に
波
動
す
る
内
面
の
世
界
を
、
よ
り
如
実

に
「
感
じ
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ
ろ
う
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た

表
現
世
界
は
、「
聴
覚
に
視
覚
を
付
与
し
、
視
覚
に
聴
覚
を
授
け
る
」
神

の
全
能
へ
の
信
頼
を
そ
の
背
景
と
し
て
も
つ
こ
と
を
前
提
に
読
み
解
く

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
の
例
（
フ
ル
ー
ザ
ー
ン
フ
ァ
ル
版
の

巻
数
と
句
番
号
を
付
す

12
）

も
う
十
分
に
も
十
分
の
境
地　

そ
こ
で
私
は
息
を
す
る
こ
と
や
め
た　
　

あ
と
は
恋
人
（
神
）
が
語
る
だ
ろ
う　

耳
に
眼
（
視
覚
）
を
与
え
る
恋
人

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（vol.II.605)

わ
れ
は
鏡　

鏡
の
わ
れ
は　

言
葉
の
徒
に
あ
ら
ず

耳
が
あ
な
た
の
目
と
な
れ
ば　

わ
が
境
地
が
見
え
る
と
い
う
も
の　（vol.I.38

）

甘
い
調
べtarāna-hā-yi shīrīn

金
色
の
言
い
繕
いbahāna-hā-yi  zarrīn

で
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麗
し
き　

美
貌
の
月
の
家
に
導
か
れ

（vol.I.63

）

蒼
穹
の
嗚
咽
か
ら
生
ま
れ
る
は

黄
金
の
微
笑
みkhanda-yi  m

udhahhab

を
湛
え
る　

百
の
庭
園（vol.I.297

）

知
恵
の
言
葉
は　

彼
（
神
）
の
神
秘
の
熱
情
の
中
で　

耳
と
な
る

彼
の
神
秘
に
は　

別
の
通
訳
者
が
い
る
の
で
あ
る
か
ら

（vol.I.384

）

　

ま
た
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』（
以
下
、N

icholson

版
の
巻
数
と
句
番
を
付

す
13)

に
も
、
こ
れ
ら
に
類
し
た
表
現
が
あ
る
。

 

（
だ
が
）
彼
（
そ
の
薪
運
び
は
）
の
方
は　

心
の
内
面
を
読
み
取
っ
て
い

た
彼
の
耳
は　

神
の
前
の
ろ
う
そ
く
か
ら　

光
を
得
て
い
た
の
だ
か
ら 

（vol.IV.694

）

知
る
が
よ
い　

肉
体
か
ら
解
き
放
た
れ
れ
ば

耳
と
鼻
は　

眼
に
な
り
得
る
と

か
の
甘
美
な
る
言
葉
の
王
（
神
秘
家
バ
ス
タ
ー
ミ
ー
と
さ
れ
る
）
が
語
っ

た
こ
と
は　

正
し
い

神
秘
家
は　

髪
の
毛
一
本
一
本
が　

そ
の
ま
ま
眼
と
な
る
と　

（vol.IV.2400-2401

）

　

ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
の
神
学
教
義
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー

派
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
派
の
哲
学
者
が
説
く
「
内
的
感
覚
」
に
否
定
的
な

認
識
を
持
っ
て
い
た
が
、
一
方
で
、
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
派
に
近
い
立
場
と
さ

れ
る
ル
ー
ミ
ー
は
、
特
に
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
と
の
出
会
い
に
よ
る

新
た
な
精
神
世
界
へ
の
没
入
以
降
は
、
そ
う
し
た
神
学
教
義
に
よ
る
呪
縛

か
ら
解
放
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ー
ミ
ー
に
あ
っ
て
は
、
神
秘

道
の
修
養
の
過
程
で
「
外
的
五
感
」
へ
の
拘
泥
は
消
滅
し
、
外
的
・
内
的

五
感
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
の
枠
を
超
え
、「
感
覚
の
統
合
（
調
和
）」
に

向
か
う
。
通
常
の
感
覚
の
超
越
へ
と
意
識
が
純
化
し
、
真
な
る
実
在
の
直

観
的
把
握
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
新
た
な
生
の
自
覚
の
過
程
で
、「
感
覚
の

統
合
」
の
境
地
が
見
え
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
可
視
的
感
覚
界
の
感
覚
の

超
越
が
説
か
れ
て
い
る
。

五
つ
の
感
覚
（
訳
註
：
こ
こ
で
は
個
々
の
内
的
知
覚
力
を
内
的
五
感
と
喚

ん
で
い
る
）
は

互
い
に　

結
び
つ
い
て
い
る

五
感
そ
れ
ぞ
れ
は　

唯
一
な
る
根
源
か
ら　

生
ま
れ
る
も
の

知
覚
力
は　

他
の
知
覚
力
の
力
と
な
る

個
々
の
力
が　

他
を
充
溢
さ
せ
る　
　
　

眼
で
見
る
こ
と
は　

話
す
力
を
増
し

話
す
こ
と
が　

眼
に　

神
を
見
通
す
力
を
与
え

神
の
姿
の
洞
察
こ
そ
が　

そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
を
目
覚
め
さ
せ

神
秘
的
感
性
と　

内
的
感
覚
は　

親
密
な
友
と
な
る

（vol.II.3236-3239

）

　

さ
ら
に
、「
神
秘
家
が
不
可
視
界
を
透
視
す
る
光
に
よ
っ
て
輝
き
だ
す
」
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と
題
し
た
個
所
で

　
　
　
　

一
つ
の
感
覚
が
広
が
る
中
で　

物
質
の
束
縛
の
枷
を
取
り
払
う
と

他
の
感
覚
も　

な
べ
て
変
容
す
る

一
つ
の
感
覚
が
非
感
覚
世
界
を
経
験
す
る
と

不
可
視
界
が　

す
べ
て
の
感
覚
に　

現
れ
る

一
頭
の
羊
が
群
れ
を
離
れ　

小
川
を
飛
び
越
そ
う
と
す
れ
ば

そ
れ
を
追
っ
て　

次
か
ら
次
に　

群
れ
が
動
き
出
す

己
の
感
覚
の
羊
を　

感
覚
界
か
ら
追
い
や
れ

神
の
「
緑
の
牧
草
萌
え
た
た
せ
」［Q

87:4

］
の
牧
草
地
で
草
を
食
め

か
の
地
で　

そ
の
感
覚
が　

不
可
視
界
の
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
と
黄
水
仙
を
食
み

真
理
の
庭
園
に
参
内
す
る
の
だ

そ
う
な
れ
ば　

感
覚
は　

そ
れ
ぞ
れ
が
他
の
感
覚
の
使
者

物
質
界
の
感
覚
は　

す
べ
て　

天
国
へ
と
誘
う

物
質
界
を
超
え
た
諸
感
覚
は　

汝
の
感
覚
に
神
秘
を
語
る

言
葉
も
な
く　

真
理
も
な
く　

比
喩
も
な
い　

沈
黙
の
言
葉
で

（vol.II.3240-3246

）

聞
け　

こ
の
葦
笛
が　

い
か
に
語
る
か

幾
多
の
別
離
を　

嘆
く
そ
の
こ
と
ば
を

で
始
ま
る
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
冒
頭
の
一
八
句
（「
葦
笛
の
調
べ
」）
は
、

人
間
存
在
の
本
源
的
始
原
へ
の
回
帰
を
語
っ
て
お
り
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』

全
体
の
主
題
を
象
徴
す
る
重
要
な
句
で
あ
る
。
こ
の
一
八
句
の
中
の　

わ
が
神
秘
は　

呷
吟
と
と
も
に
あ
る
の
に

目
と
耳
に
は　

深
奥
の
神
秘
に
い
た
る
光
が
な
い　
　
　

の
意
味
に
関
し
て
も
、
一
七
世
紀
イ
ン
ド
（
ム
ガ
ー
ル
朝
イ
ン
ド
）
の

マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
注
釈
書M

ukāshifāt-i R
azaw

ī

（M
uḥam

m
ad R

izā L
āhōrī ̄

一
六
七
三
年
頃
没

─
著
）
で
、
こ
こ
に
い
う
「
目
」
と
「
耳
」
の
間
に

等
位
接
続
詞
を
入
れ
る
意
味( chashm

 u gū/osh

「
目
と
耳
」)

に
対
し
て
、

「
耳
」
を
直
前
の
「
目
」
に
そ
の
ま
ま
結
び
付
け
「
耳
と
い
う
目gū/osh-

i chashm

」
と
す
る
読
解

―
耳
の
目
に
は　

深
奥
に
い
た
る
光
が
な
い

―
の
妥
当
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
同
句
は
、
よ
り
普
遍
化

し
た
「
耳
に
は
神
秘
を
見
る
目
が
な
い
」
の
意
味
と
な
る
点
が
報
告
さ
れ

て
い
る

14
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に
は
、

耳
が
通
れ
ば　

目
に
変
わ
る

さ
も
な
く
ば　
（
神
の
）
言
葉
は
耳
の
中
で
絡
み
合
う

（II.865

）

　

と
い
う
句
が
あ
る
点
か
ら
も
、
こ
う
し
た
「
共
感
覚
」
的
解
釈
は
『
マ

ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
本
質
的
理
解
に
あ
る
程
度
妥
当
性
が
あ
る
点
が
指
摘
で

き
る
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
一
八
世
紀
イ
ン
ド
の
ワ
リ
ー
・
ム
ハ
ン

マ
ド
・
ア
ク
バ
ラ
ー
バ
ー
デ
ィ
ーW

ali M
uḥannm

ad A
kbarābādī 

が
、

自
身
の
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
注
釈
書
（M

akhzan al-Asrār

）
で
、
そ
の
よ

う
な
理
解
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
意
味
の
美
を
感
じ
取
る
動
作
の
持
ち

主
は
ま
れ
に
し
か
い
な
い
、
と
し
て
否
定
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る

15
。
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ル
ー
ミ
ー
の
「
共
感
覚
」
的
な
表
現
を
通
常
の
固
定
化
し
た
文
学
的
比

喩
表
現
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
ル
ー
ミ
ー
の
詩
的
世
界
の
理
解
に
必

ず
し
も
繋
が
ら
な
い
点
を
理
解
す
る
た
め
、
こ
こ
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
弟
子

筋
で
ル
ー
ミ
ー
の
生
前
の
事
績
を
、
ル
ー
ミ
ー
に
ま
つ
わ
る
逸
話
を
中
心

に
記
述
し
た
『
神
秘
家
た
ち
の
美
徳M

anāqib al-‘Ārifīn

』
の
中
か
ら
一

つ
の
事
例
を
挙
げ
る
。
本
書
は
、筆
者
の
ア
フ
ラ
ー
キ
ー（
一
三
六
〇
年
没
）

が
一
三
一
八
年
か
ら
執
筆
を
開
始
し
た
と
さ
れ
、
ル
ー
ミ
ー
と
そ
の
一
族

の
側
か
ら
試
み
ら
れ
た
「
伝
記
」
で
あ
る
た
め
、
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
特

有
の
誇
張
し
た
記
述
ぶ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
の
言

葉
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
を
知
る
上
で
は
不
可
欠
な
文
献
で
あ
る
。

聖
な
る
代
理
者
の
ス
ル
タ
ー
ン
（
ル
ー
ミ
ー
二
代
目
の
後
継
者
フ
サ
ー

ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
へ
の
尊
称
）、
フ
サ
ー
ム
ル
・
ハ
ッ
ク
・
ワ
ッ
デ
ィ
ー
ン

―
神
よ
、
彼
の
堅
固
な
る
神
秘
で
我
ら
を
清
め
賜
え

―
は
述
べ
た
。

　

あ
る
日
、
我
ら
の
導
師
（
ル
ー
ミ
ー
の
こ
と
）

―
神
よ
、
彼
の
精
妙

な
る
身
を
清
め
賜
え

―
が
我
ら
の
家
を
訪
れ
、
蒸
し
風
呂
部
屋
に
一
人

で
入
っ
た
き
り
十
日
の
間
、
全
く
食
事
を
と
ら
ぬ
ま
ま
戸
も
閉
じ
、
窓
穴

を
覆
う
よ
う
に
、
さ
ら
に
、
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
用
紙
を
数
束
用
意
す
る
よ

う
命
じ
た
。
神
か
ら
授
か
る
神
秘
の
意
味
に
つ
い
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ペ

ル
シ
ア
語
で
導
師
が
語
り
始
め
、
私
は
そ
れ
を
書
き
と
め
た
。
私
は
大
き

な
声
で
、書
き
と
め
た
も
の
を
一
枚
一
枚
読
み
上
げ
て
か
ら
脇
に
置
い
た
。

そ
れ
が
終
わ
る
と
、
導
師
は
、
か
ま
ど
に
火
を
つ
け
る
よ
う
命
じ
、
百
枚

ほ
ど
あ
ろ
う
か
と
い
う
紙
の
束
を
、
一
枚
づ
つ
掴
ん
で
は
か
ま
ど
に
放
り

込
ん
で
言
っ
た
、「
見
よ
、
す
べ
て
の
も
の
は
最
後
に
は
ア
ッ
ラ
ー
の
み

も
と
に
帰
り
ゆ
く
。」［
ク
ル
ア
ー
ンQ

42: 53

］
火
が
炎
を
あ
げ
、
紙
が

燃
え
る
と
、
導
師
は
笑
み
を
う
か
べ
て
言
っ
た
、
あ
の
言
葉
は
、
隠
さ
れ

た
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
、
再
び
、
不
可
視
な
る
世
界
へ
と
戻
っ
て

い
く
の
だ
。
チ
ャ
ラ
ビ
ー（
フ
サ
ー
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
こ
と
）は
彼
に
向
っ

て
言
っ
た
、
神
の
御
恵
と
し
て
、
あ
の
紙
を
隠
し
て
お
こ
う
と
し
た
の

で
す
が
。
導
師
は
声
を
あ
げ
て
言
っ
た
、
い
や
、
そ
れ
は
あ
っ
て
は
な
ら

ぬ
行
為
。
誰
に
も
触
れ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
神
秘
の
世
界
は
、
現
世
の
領

域
の
善
良
な
る
者
た
ち
の
耳
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
神
に
選
ば
れ
し
選

良
の
霊
魂
に
こ
そ
、
こ
の
言
葉
を
聞
き
取
る
能
力
が
備
え
ら
れ
て
い
る
の

だ
。
あ
の
書
き
と
ら
れ
た
言
葉
は
そ
う
し
た
選
良
た
ち
の
糧
食
と
な
る
の

だ
16

。　

　

誇
張
に
満
ち
た
逸
話
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、

ル
ー
ミ
ー
の
発
す
る
詩
句
が
霊
的
世
界
と
通
底
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。「
共
感
覚
」
的
な
表
現
が
生
ま
れ
る
世
界
は
、
感
覚
的
世
界

の
矛
盾
を
ろ
過
し
て
表
出
す
る
。
ル
ー
ミ
ー
の
雅
号
「
沈
黙kham

osh 
(khām

ūsh)

」
が
示
す
通
り
、
可
視
的
世
界
の
沈
黙
は
ル
ー
ミ
ー
の
言
語
的

実
体
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。

三
．
ル
ー
ミ
ー
に
見
る
思
惟
と
詩
的
形
象

　

ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
け
る
「
共
感
覚
」
に
関
連
し
て
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
行

が
単
な
る
言
葉
の
奇
異
な
組
み
合
わ
せ
の
工
夫
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い

な
い
点
を
理
解
す
る
た
め
、
さ
ら
に
、
ル
ー
ミ
ー
の
言
葉
の
背
景
に
あ
る

も
の
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
思
惟
の
軌
跡
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
全

能
な
る
絶
対
者
か
ら
恵
ま
れ
た
存
在
そ
の
も
の
を
感
得
す
る
鋭
敏
な
直

観
と
狂
気
と
も
と
れ
る
陶
酔
へ
の
沈
潜
が
も
た
ら
す
詩
的
体
験
が
言
葉
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と
な
っ
て
奔
流
す
る
世
界
が
ル
ー
ミ
ー
の
文
学
の
根
底
に
あ
る
。
絶
対
者

の
生
み
出
す
存
在
の
諸
相
は
ル
ー
ミ
ー
を
通
じ
て
よ
う
や
く
そ
の
実
相

を
示
す
。
単
な
る
言
葉
の
遊
戯
は
深
い
情
念
の
経
験
を
通
し
て
生
み
出
さ

れ
る
ル
ー
ミ
ー
の
詩
行
と
は
無
縁
で
あ
る
。

　
『
神
秘
家
た
ち
の
美
徳
』
に
あ
る
以
下
の
逸
話
の
中
に
、
彼
の
思
惟
と

詩
作
と
の
関
係
を
知
る
上
で
の
貴
重
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
誇
張
さ
れ
た
物
語
と
し
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
逸
話
全
体
が
醸

し
出
す
雰
囲
気
は
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
が
生
ま
れ
る
生
々
し
い
瞬
間
、
表
現

衝
動
の
深
層
を
伝
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
、
尊
敬
さ
る
べ
き
、
栄
光
あ
る
友
、
喜
ば
し
き
聖
域
（
メ
ッ
カ
）

の
近
親
者
た
ち

―
神
よ
彼
ら
の
記
憶
に
栄
光
を
与
え
た
ま
え

―
は
述

べ
た
。
時
の
王
女
、
世
界
の
淑
女
、
ス
ル
タ
ー
ン
（
君
主
）
の
妻
ゴ
ル

ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
（
注
釈
：
グ
ル
ジ
ア
の
王
女
の
娘
で
キ
リ
ス
ト
教

徒
。
ア
フ
ラ
ー
キ
ー
は
本
書
で
の
記
述
で
は
、
王
女
と
娘
を
混
同
し
て
い

る
）

―
彼
女
に
神
の
憐
れ
み
を

―
は
、
モ
ウ
ラ
ー
ナ
ー
（
ル
ー
ミ
ー

の
敬
称
）の
一
族
の
純
正
な
支
持
者
、親
密
な
弟
子
で
あ
り
、絶
え
ず
、ル
ー

ミ
ー
へ
の
熱
い
思
い
に
そ
の
身
を
焦
が
し
て
い
た
。
た
ま
た
ま
、
彼
女
は

カ
イ
サ
リ
ー
（
地
名
）
に
行
く
こ
と
に
し
た
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
は
、
抜

き
ん
で
た
人
物
で
、
確
か
な
見
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
彼
女
が
そ
ば
に
い

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
っ
た
。
だ
が
、
彼
女
は
、
か
の
お
方
（
ル
ー
ミ
ー
）

と
の
別
離
の
劫
火
の
重
荷
に
耐
え
ら
れ
え
な
か
っ
た
。
当
時
、
肖
像
画
と

姿
か
た
ち
の
描
写
で
第
二
の
マ
ー
ニ
ー
（
訳
注
：
マ
ニ
教
の
始
祖
の
マ
ニ

は
熟
達
の
絵
描
き
と
す
る
伝
承
が
あ
っ
た
）
と
呼
ば
れ
た
画
家
が
い
た
。

そ
の
画
家
は
、
自
ら
の
描
く
技
量
に
つ
い
て
、
マ
ー
ニ
ー
さ
え
も
面
目
を

失
う
で
あ
ろ
う
と
豪
語
し
て
い
た
。
彼
は
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
イ
ェ
・
ル
ー

ミ
ー（
ル
ー
ム
出
身
の
意
味
）と
呼
ば
れ
て
い
た
。ゴ
ル
ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー

ン
は
、
画
家
を
厚
遇
し
た
上
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
顔
を
紙
の
上
に
、
こ
の
上

な
く
美
し
く
描
く
よ
う
に
命
じ
た
の
だ
っ
た
、
そ
の
絵
が
彼
女
の
旅
の
伴

侶
と
な
る
よ
う
に
。

　

そ
こ
で
、
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
、
信
頼
で
き
る
も
の
た
ち
数
名
と
わ
れ

ら
の
師
（
ル
ー
ミ
ー
）
の
許
に
出
向
き
、
こ
の
件
を
伝
え
た
。
画
家
は
、

頭
を
下
げ
た
ま
ま
、
ル
ー
ミ
ー
か
ら
離
れ
て
立
っ
て
い
た
が
、
彼
が
話
を

し
よ
う
と
す
る
前
に
、
我
ら
が
師
が
言
葉
を
発
し
た
、「
も
し
そ
れ
が
で

き
る
な
ら
結
構
で
す
」
と
。
素
描
用
の
マ
フ
ザ
ニ
ー
紙
を
取
り
出
し
た
ア

イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
筆
を
取
り
、
彼
（
ル
ー
ミ
ー
）
の
方
を
向
い
た
。
我
ら

が
師
は
す
で
に
立
ち
上
が
っ
て
い
た
。画
家
は
彼
に
一
度
視
線
を
お
く
り
、

そ
の
顔
を
描
き
始
め
た
。
紙
の
上
に
は
、
究
極
の
優
美
さ
で
そ
の
姿
が
描

か
れ
た
。
二
度
目
に
彼
（
ル
ー
ミ
ー
）
を
見
る
と
、
最
初
に
見
た
姿
と
は

別
の
も
の
で
あ
っ
た
。
別
の
紙
に
別
の
素
描
を
行
っ
た
。
素
描
が
終
わ
っ

て
み
る
と
再
び
違
う
姿
で
あ
っ
た
。結
局
の
と
こ
ろ
、二
〇
枚
の
紙
に
様
々

な
姿
を
描
い
た
が
、
何
度
繰
り
返
し
て
見
て
も
別
の
姿
の
絵
画
を
見
る
こ

と
に
な
っ
た
。
画
家
は
困
惑
し
、
叫
び
声
を
あ
げ
て
気
を
失
い
、
絵
筆
を

折
っ
た
。
無
力
の
様
子
で
蹲
り
祈
り
さ
さ
げ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の

時
、
我
ら
が
師
が
、
こ
の
抒
情
詩
を
歌
い
始
め
た
の
だ
っ
た
。

あ
あ　

色
も
な
く
、
徴
も
な
き　

わ
が
身
よ

わ
が
姿
を　

こ
の
わ
が
身
が

い
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う

汝
は
語
る　

神
秘
を　

わ
が
内
に　

持
ち
込
め
よ
と

こ
の
わ
が
内
の　

内
な
る
我
は　

い
ず
こ
に
在
る
と
い
う
の
か

わ
が
霊
魂
の　

静
穏
な
る
と
き
は　

い
つ
の
こ
と
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動
き
つ
つ
あ
る　

静
止
の
姿
こ
そ　

わ
れ
な
り

わ
が
大
海
は　

己
自
身
の
内
に
こ
そ　

沈
め
り

岸
辺
な
き　

驚
嘆
の
海
こ
そ　

わ
が
姿

こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
イ
ヌ
ッ
ド
ウ
レ
は
泣
き
な
が
ら
部
屋
を
後
に
し
、

一
方
で
、
絵
が
描
か
れ
た
紙
は
ゴ
ル
ジ
ー
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
の
許
に
届
ら

れ
た
。
彼
女
は
絵
を
す
べ
て
荷
物
箱
に
入
れ
て
、旅
で
あ
れ
自
宅
で
あ
れ
、

身
か
ら
離
さ
ず
保
持
し
て
い
た
。
か
の
お
方
（
ル
ー
ミ
ー
）
へ
の
熱
情
が

彼
女
を
覆
い
尽
く
す
と
き
、
か
の
お
方
は
、
す
ぐ
さ
ま
、
そ
の
姿
を
見
せ
、

彼
女
は
平
安
を
得
る
の
で
あ
っ
た

17
。

　

不
可
視
界
の
生
々
し
い
内
的
体
験
を
通
じ
て
、
ル
ー
ミ
ー
は
、
こ
の
世

界
が
刻
々
と
し
て
変
容
す
る
姿
を
感
じ
取
る
。
定
ま
る
こ
と
な
く
瞬
間
ご

と
に
新
た
な
世
界
が
生
ま
れ
、
そ
し
て
消
滅
し
、
再
生
す
る
。
こ
う
し
た

世
界
存
在
の
実
相
を
感
得
す
る
過
程
で
、「
動
き
つ
つ
あ
る　

静
止
の
姿

こ
そ
」
の
よ
う
な
逆
説
表
現
が
生
ま
れ
る
。「
共
感
覚
」
的
な
矛
盾
す
る

比
喩
的
表
現
と
同
様
な
位
相
で
、
ル
ー
ミ
ー
の
思
惟
は
、
世
界
の
矛
盾
す

る
二
項
対
立
を
克
服
す
る
存
在
論
的
思
惟
へ
と
発
展
す
る
。
こ
の
逸
話
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
詩
は
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩
集
』
に
所
収
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
思
惟
の
向
か
う
道
筋
は
『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
に

も
様
々
な
形
で
現
れ
て
い
る
。

こ
の
言
葉
（
単
語
）
と
音
な
る
も
の
は　

思
惟
か
ら
浮
か
び
た
つ

汝
は
知
る
か　

思
惟
の
海baḥr-i andīsha

の
い
ず
く
に
あ
る
や

言
葉
の
波m

auji-i sakhun

を
優
美
と
見
る
や　

そ
の
海
は
高
貴
な
も
の
と
知
ろ
う

知
に
よ
っ
て　

思
惟
の
波
が
起
こ
り

言
葉
と
音
で　

思
惟
は　

そ
の
姿
を
現
す

言
葉
か
ら
形
が
生
ま
れ　
　

波
は
再
び　

海
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
る

形
は　

形
な
き
姿
か
ら　

出
現
し

「
ま
こ
と
に
我
々
は
ア
ッ
ラ
ー
の
も
の
。
我
々
は
や
が
て
ア
ッ
ラ
ー
の
お

傍
に
還
ら
せ
て
い
た
だ
け
る
身
」［Q

2:156

］
へ
と
戻
る

な
れ
ば　

汝
に
は　

瞬
時
瞬
時
に　

死
と
生
へ
の
帰
還
が
訪
れ
る

預
言
者
は
言
葉
を
残
し
た　

現
世
は
一
時
の
も
の
と

我
ら
の
思
考
は　

至
高
な
る
お
方
か
ら　

大
気
に
は
な
た
れ
る
矢
に
似
る

空
気
の
な
か
に　

い
か
に
留
ま
ろ
う
や　

矢
は
神
へ
と
戻
る

現
世
は　

瞬
間
ご
と
に　

新
た
な
も
の
と
な
っ
て
い
る

我
ら
は　

新
た
な
姿
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
ず　

そ
の
ま
ま
の
姿

で
い
る
と
思
い
込
み

（vol.I.1137-1144

）

　

さ
ら
に
、

刻
々
と　

新
た
な
形ṣ ūratī naw　

新
た
な
美
が
生
ま
れ
る

新
た
に
生
ま
れ
る
形
と
美
に　

倦
怠
は
失
せ
る

（vol.IV. 3264

）

　

本
稿
で
は
主
と
し
て
「
共
感
覚
」
的
な
要
素
に
絞
っ
て
ル
ー
ミ
ー
の
詩

作
を
考
察
し
た
が
、
感
覚
に
関
わ
る
ル
ー
ミ
ー
の
言
葉
に
限
定
さ
れ
た
議

論
と
は
い
え
、
彼
の
思
惟
そ
の
も
の
の
広
大
な
世
界
へ
の
視
座
な
く
し
て
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は
そ
の
本
質
に
迫
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

四
．
お
わ
り
に

　

以
上
、
こ
こ
で
見
た
ペ
ル
シ
ア
詩
に
み
る
「
共
感
覚
」
的
な
比
喩
表
現

は
、
中
世
期
に
は
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
中
に
そ
の
詩
的
世
界
と
の
豊
饒
な
結

び
付
き
の
諸
相
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
点
を
述
べ
た
。

　

一
方
で
、「
共
感
覚
」
に
か
か
わ
る
詩
的
表
現
と
し
て
は
、
こ
こ
で
二

人
の
詩
人
の
名
を
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一
人
は
、
ム
ガ
ー
ル
朝
最
大
の
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
ミ
ー
ル
ザ
ー
・
ア
ブ

ド
ゥ
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ベ
ー
デ
ィ
ル
（
一
七
二
〇
年
没
）
で
、
ペ
ル
シ

ア
詩
の
代
表
的
詩
形
「
イ
ン
ド
・
ス
タ
イ
ル
」
の
詩
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。

今
一
人
は
、現
代
イ
ラ
ン
の
ソ
フ
ラ
ー
ブ
・
セ
ペ
フ
リ
ー
（
一
九
八
〇
年
没
）

で
あ
る
。

　

ベ
ー
デ
ィ
ル
の
「
イ
ン
ド
・
ス
タ
イ
ル
」
で
の
詩
作
は
、
ま
さ
に
「
共

感
覚
」
表
現
と
呼
ぶ
べ
き
比
喩
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
詩
は
、

イ
ン
ド
亜
大
陸
ば
か
り
か
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ペ
ル
シ
ア
語
詩
人
へ
の
深
い

影
響
が
知
ら
れ
て
い
る
。
形
而
上
学
的
な
主
題
な
ど
も
含
め
て
自
然
界
を

独
自
の
比
喩
で
表
現
す
る
境
地
は
、
他
者
を
圧
倒
し
て
い
る
感
が
あ
る
。

特
に
ベ
ー
デ
ィ
ル
に
つ
い
て
は
、「
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
ペ
ル
シ
ア
語
文
学
の
展

開
」

18
と
し
て
こ
の
詩
人
に
も
若
干
触
れ
て
い
る
が
、
ベ
ー
デ
ィ
ル
の
詩

作
に
見
る
「
共
感
覚
」
的
比
喩
表
現
の
淵
源
に
こ
こ
で
見
た
ル
ー
ミ
ー
の

詩
的
世
界
か
ら
の
連
想
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な

い
。

　

セ
ペ
フ
リ
ー
の
特
異
な
比
喩
表
現
は
イ
ラ
ン
の
現
代
詩
の
圧
巻
と
い

え
る
も
の
で
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
詩
研
究
が
本
格
化
す
る
中
で

「
共
感
覚ḥiss-ām

īzī

」
的
比
喩
表
現
の
典
型
と
し
て
分
析
の
対
象
に
な
っ

て
い
た
の
は
、
と
り
わ
け
、
こ
の
詩
人
の
詩
行
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
考

察
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
こ
う
し
た
詩
人
た
ち
の
詩
作
の
「
比
喩
」
に
つ

い
て
も
、「
喩
」
が
詩
と
し
て
生
成
さ
れ
る
過
程
に
注
目
す
る
こ
と
が
必

要
な
点
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

本
稿
で
は
感
覚
に
関
わ
る
「
共
感
覚
」
的
な
側
面
を
中
心
に
論
じ
た

が
、「
感
覚
」
も
含
め
た
多
様
な
要
素
を
包
含
し
た
「
喩
」
は
ル
ー
ミ
ー

の
詩
的
世
界
の
一
つ
の
特
徴
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う

19
。
特
に
、
神
秘

的
境
地
の
た
だ
中
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
詩

集
』
に
は
、「
選
ば
れ
し
お
方
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
）
の
御
光
が
嘆
き
の

柱
を
撫
で
る
」( vol.V.2131)

、「
知
性
は
愛
の
掌
か
ら
阿
片
を
飲
み
」( vol.

IV.1931) 

の
類
い
の
人
間
の
五
感
に
関
わ
る
擬
人
法
的
な
比
喩
表
現
が
敷

き
詰
め
ら
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
五
感
に
関
連
し
た
隠
喩
的
な
表
現
と
い

う
点
で
は
、『
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
の
第
一
巻
を
瞥
見
し
た
だ
け
で
も
、「
心

の
口
」（l994

）、「
信
仰
の
匂
い
」（2882

）、「
髪
の
毛
一
本
づ
つ
、
こ
れ

に
耳
を
か
た
む
け
よ
」（2595

）
と
い
っ
た
表
現
が
見
出
さ
せ
る
が
、
抽

象
と
具
象
が
そ
の
ま
ま
結
び
付
い
た
「 

知
性
の
海
」（1109

）、「
抑
圧
の

牧
場
」（1705

）、「
精
神
の
大
海
」（755

）、 「
精
神
の
茂
み
の
猟
で
」（2219

）、

「
意
味
な
き
茨
」（2922

）
な
ど
の
表
現
は
ル
ー
ミ
ー
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
「
喩
」
も
独
自
の
宗
教
意
識
の
深
遠
と
無
意
識
の
境
涯
に
踏
み

込
ん
だ
ル
ー
ミ
ー
の
詩
的
経
験
の
深
層
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
た
も
の
で

あ
る
点
が
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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性
』
で
比
喩
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
物
質
界
・

感
覚
的
世
界
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
で
能
動
知
性
と
の
合
体
を
通
じ
て
、
人
間
が
精
神

界
の
始
原
へ
と
帰
還
す
る
道
筋
の
表
象
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
外
的
感
覚
は
、

人
間
の
自
我
の
感
覚
的
世
界
と
事
物
の
形
象
の
世
界
へ
の
入
り
口
と
さ
れ
る
。
次
の

段
階
で
感
覚
界
の
形
象
的
世
界
は
内
的
感
覚
に
委
ね
ら
れ
、
個
々
の
事
物
は
そ
れ
ぞ

れ
の
潜
在
能
力
に
応
じ
て
物
質
性
を
削
ぎ
お
と
し
、
知
性
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
る

が
、
物
質
性
か
ら
完
全
に
脱
却
し
た
形
象
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
的
感
覚

は
知
性
に
仕
え
る
存
在
と
な
る
と
さ
れ
る
。
感
覚
的
形
象
の
認
識
に
関
わ
る
内
的
感

覚
は
知
性
に
向
う
一
方
で
、
人
間
を
感
覚
的
形
象
に
関
係
づ
け
る
外
的
感
覚
は
、
こ

の
内
的
感
覚
に
仕
え
る
身
と
な
る
過
程
が
比
喩
的
に
描
か
れ
る
。
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K
ulliyāt-i Sham

s (D
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ān-i K
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.
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TH
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ATH
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Ī of  JĀlĀlU

’D
D

IN
 RU

M
Ī, ed. by R

.A
.N

icholson, vol.I., II.-
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W
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M
akhzan al-Asrār, vol.I., 2007 (2
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16　

Sham
s al-D
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anāqib al-‘Ārifīn, ed. by Taḥsīn Y
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rd ed.), 556-557.
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ibid. 425-426. 

こ
の
逸
話
も
含
め
て
、「
世
界
が
刻
々
と
定
ま
る
こ
と
な
く

変
容
す
る
」
と
す
る
世
界
観
を
提
示
し
た
ペ
ル
シ
ア
語
の
神
秘
主
義
詩
人
と
し

て
、
ル
ー
ミ
ー
以
前
に
は
、
フ
ァ
リ
ー
ド
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ルFarīdal-

D
īn‘A

ṭṭār
（
一
二
二
九
年
没
）
が
い
る
。
特
に
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の
詩
作
品
中

の
『
神
秘
の
書Asrārnām

e

』
の
中
に
こ
う
し
た
世
界
観
の
反
映
が
読
み
取
れ

る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。Furūzānfar, Sharḥ-i M

athnavī-yi Sharīf,juzv-i 
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duw
um

 az daftar-i aw
w
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th edition, Tihrān, 1996, 441.

18　
｢

イ
ン
ド
亜
大
陸
の
ペ
ル
シ
ア
語
文
学
の
展
開
：
い
わ
ゆ
る
「
イ
ン
ド
・
ス
タ
イ

ルSabk-i H
indī

」
派
と
し
て
』（
平
成
17
年
度
～
19
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
：

基
盤
研
究
（
Ａ
）
研
究
報
告
書
：
研
究
代
表
者　

水
野
善
文
）
平
成
二
十
年
三
月
、

15—
26
。
イ
ラ
ン
側
か
ら
の
ベ
ー
デ
ィ
ル
（
ビ
ー
デ
ル
）
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は

Shafi‘ī-yi K
adkanī, M

.R
. Shā‘ir-i Āina-hā, Tihrān, 1987/8

が
あ
る
。

19　

井
筒
俊
彦
の
い
う
「
形
象
的
体
験
の
次
元
に
お
け
る
新
た
な
形
象
的
陶
酔
の
言
語

的
反
映
」
は
、
ル
ー
ミ
ー
の
詩
作
品
の
こ
う
し
た
傾
向
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
叢
書
（
ル
ー
ミ
ー
著
、
井
筒
俊
彦
訳
）
岩

波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
四
二
〇
頁
。 
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１　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
告
発
記
か
？

　
カ
ピ
ト
ゥ
の
謎
か
ら
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
謎
へ

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
（D

om
 C

asm
urro

）』
は
、
ほ
ぼ
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
、『
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
（M
em

órias Póstum
as 

de Brás C
ubas

）』
と
並
べ
て
挙
げ
ら
れ
る
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
豪
マ
シ
ャ
ー
ド
・

ジ
・
ア
シ
ス
（M

achado de A
ssis, 1839-1908

）
の
最
高
傑
作
で
あ
る
。
孤

独
な
老
境
を
送
る
語
り
手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
妻
カ
ピ
ト
ゥ
と

親
友
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
不
義
を
確
信
し
て
、
つ
い
に
は
妻
子
と
も
ど
も
ス

イ
ス
に
追
い
や
る
ま
で
の
経
緯
を
綴
っ
た
手
記
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
の

小
説
に
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
も
言
う
べ
き
作
品
の
解
釈
上
の
大

き
な
転
換
を
引
き
起
こ
し
た
、
あ
る
重
要
な
〝
伝
説
的
な
事
件
〟
が
あ
る
。

一
九
六
〇
年
に
、
こ
の
小
説
を
英
語
に
翻
訳
し
た
北
米
の
ブ
ラ
ジ
ル
文
学

研
究
者
の
ヘ
レ
ン
・
コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
（H

elen C
aldw

ell

）
が
、
カ
ピ
ト
ゥ
の

不
義
は
「
冤
罪
」
だ
と
い
う
説
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
六
十

年
も
の
長
き
に
わ
た
り
自
明
の
こ
と
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
ま
っ
た
く
疑

わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
妻
の
不
義
が
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
、
嫉
妬
に
駆

ら
れ
た
夫
が
作
り
あ
げ
た
妄
想
だ
と
い
う
解
釈
が
趨
勢
に
な
っ
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
妻
カ
ピ
ト
ゥ
は
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
躍
り
出
て
、
逆
に
そ
れ
ま

で
同
情
は
集
め
て
も
責
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
夫
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、

無
実
の
妻
を
追
い
出
し
た
卑
劣
な
男
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

現
在
で
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
を
議
論
す
る
こ
と
は
、
こ
の
小

説
の
本
題
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
両
義
的
な
と
こ
ろ
が
こ
の
小
説
の
最

大
の
特
徴
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
論
議
は
一
時
、
一
般

読
者
の
み
な
ら
ず
批
評
家
や
文
化
人
ら
ま
で
を
巻
き
込
ん
で
展
開
さ
れ
た
。

　

コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
問
題
提
起
を
き
っ
か
け
に
、
謎
は
カ
ピ
ト
ゥ
で
は
な

く
、「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
こ
と
語
り
手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
本
人

に
こ
そ
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
と
は
、
本

人
に
よ
れ
ば
、
彼
の
「
無
口
で
自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
っ
た
」
性
格
ゆ
え

に
つ
け
ら
れ
た
あ
だ
名
で
、
彼
は
そ
の
名
を
こ
の
回
想
記
を
執
筆
す
る
と

き
に
引
き
受
け
て
い
る
。
そ
も
そ
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
こ
の
回
想
記
の
執

筆
を
思
い
当
っ
た
の
は
、
以
前
に
「
人
生
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
、
老
境

に
青
春
を
再
興
」（
二
章
）
す
べ
く
行
な
っ
た
生
家
の
再
建
が
、
失
敗
に
終

わ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。
昔
の
家
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
に
建
て
な
お
し
て

み
た
も
の
の
、
い
ざ
建
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
く
、

肝
心
な
「
自
分
」
が
欠
け
て
い
た
。
そ
こ
で
、
生
家
の
再
建
で
は
埋
め
ら

れ
な
か
っ
た
「
欠
落
し
た
自
分
」
を
、
回
想
記
を
書
く
こ
と
で
取
り
戻
し

た
い
と
思
っ
た
の
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
妻
と
親
友
の
仲
を
疑
い
、
嫉
妬

に
駆
ら
れ
て
妻
子
を
追
い
出
し
、
孤
独
な
老
境
に
独
り
暮
ら
す
偏
屈
者
「
ド

記
憶
の
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
―
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
と
自
伝
的
記
憶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

武
田　

千
香
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ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」
に
な
り
果
て
て
い
た
。
そ
の
「
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
」

こ
そ
が
、
こ
の
小
説
で
も
っ
と
も
問
わ
れ
る
存
在
で
、
だ
か
ら
こ
そ
題
名

が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
な
の
で
あ
る
。

　

一
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
回
想
記
で
あ
る
以
上
、
読
者
が
知
り
得
る
の

は
彼
の
視
点
で
書
か
れ
た
こ
と
の
み
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
の
文
学
者
の
シ

ル
ヴ
ィ
ア
ー
ノ
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
（Silviano Santiago

）
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド

の
唯
一
の
関
心
は
、
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
に
変
貌
を
遂
げ
た
語
り
手
ベ
ン
ト
・

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
い
う
「
心
を
持
っ
た
人
間
（pessoa m

oral

）」
に
あ
る
と

述
べ
る
。
カ
ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
を
論
議
す
る
場
合
に
問
わ
れ
る
の
は
「
カ

ピ
ト
ゥ
の
真
実
」
だ
が
、「
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
真
実
」
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ

き
な
の
で
あ
る
。

　
カ
ピ
ト
ゥ
へ
の
情
愛
と
追
慕
の
情

　

コ
ー
ド
ウ
ェ
ル
の
指
摘
以
降
、
こ
の
小
説
の
両
義
性
は
広
く
認
め
ら
れ

る
と
こ
ろ
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
形
勢
は
圧
倒
的
に
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
に
と
っ
て
不
利
に
傾
き
、姦
通
は
嫉
妬
に
駆
ら
れ
た
夫
の
捏
造
で
、『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
そ
れ
を
告
発
す
る
た
め
に
夫
が
し
た
た
め
た
手

記
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。
実
は
私
自
身
も
、
当
初
は
カ

ピ
ト
ゥ
の
「
白
・
黒
」
論
議
に
気
を
と
ら
れ
、
こ
の
小
説
を
、
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
が
カ
ピ
ト
ゥ
の
罪
を
読
者
に
説
得
す
る
た
め
に
書
い
た
手
記
と
し
て

読
ん
で
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

　

だ
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
テ
ク
ス
ト
を
丁
寧
に
読
む
う
ち
に
、

果
た
し
て
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
本
当
に
最
初
か
ら
妻
を
告
発
す

る
つ
も
り
で
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
記
述
に
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
に
対
す
る
彼
の

否
定
的
な
見
解
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
カ
ピ
ト
ゥ
へ
の
深
い
情

愛
と
追
慕
の
情
の
方
が
随
所
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
否
定
的

な
評
価
は
、
た
い
が
い
食
客
の
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
や
母
の
従
姉
妹
ジ
ュ
ス

チ
ー
ナ
の
口
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
ほ
う
は
、

た
と
え
自
分
が
強
い
嫉
妬
に
苦
し
む
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
の

や
さ
し
さ
や
濃
や
か
な
気
遣
い
を
強
調
し
て
い
る
。
自
分
の
天
文
学
の
雑

談
を
聞
か
ず
に
他
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
カ
ピ
ト
ゥ
に
腹
を
立
て
、
サ
ン

チ
ア
ー
ゴ
が
部
屋
を
出
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
も
、
そ
の
後
の
カ
ピ
ト

ゥ
は
「
さ
ら
に
や
さ
し
く
な
り
、
空
気
も
も
っ
と
柔
ら
か
に
、
夜
も
も
っ

と
明
る
く
、
神
も
も
っ
と
神
に
な
っ
た
」（
百
七
章
）
と
、
彼
女
の
並
々
な

ら
ぬ
努
力
を
書
き
と
め
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
い
ろ
い
ろ
な
疑
念
に
苛
ま
さ

れ
た
と
き
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
「
オ
リ
ン
ピ
オ
の
悲
し
み
さ
え
も
吹
き
飛
ば

す
」
妙
技
で
解
消
し
て
く
れ
、「
ま
す
ま
す
や
さ
し
さ
を
募
ら
せ
た
」（
百
十
五

章
）
と
記
し
て
い
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
嫉
妬
に
対
し
て
も
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
、

そ
れ
を
呼
び
覚
ま
さ
な
い
よ
う
に
、
窓
辺
で
彼
の
帰
り
を
待
つ
こ
と
を
や

め
、
子
ど
も
と
一
緒
に
階
段
の
上
で
「
子
ど
も
の
こ
ろ
と
変
わ
ら
な
い
に

こ
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
た
愛
ら
し
い
顔
を
覗
か
せ
て
」
待
っ
て
い
て
く

れ
た
と
書
い
て
い
る
（
百
十
五
章
）。
そ
し
て
、
さ
ら
に
は
エ
ス
コ
バ
ー
ル

の
死
後
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
憂
鬱
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
と
き
も
、
カ
ピ

ト
ゥ
は
「
石
を
も
感
動
さ
せ
る
ほ
ど
」
の
や
さ
し
さ
（
百
三
十
章
）
で
接
し

て
く
れ
た
と
、
わ
ざ
わ
ざ
書
き
と
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
カ
ピ
ト
ゥ

の
視
線
に
目
を
留
め
た
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
葬
儀
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
カ
ピ
ト
ゥ
の
や
さ
し
さ
を
、
そ
の
罪
を
告
発
し
よ
う
と
す

る
人
間
が
書
く
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
そ
れ
は
彼
女
が
自
分
の
非
を
相
殺

す
る
た
め
の
擬
装
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
た
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と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
頻
繁
に
書
き
と
め
る
こ
と
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
感
じ

ら
れ
ず
、
む
し
ろ
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
綴
っ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
カ
ピ

ト
ゥ
の
こ
と
を
本
当
に
愛
お
し
く
懐
か
し
く
思
い
出
し
て
い
る
よ
う
に
読

め
る
の
だ
。

　
つ
じ
つ
ま
が
合
わ
な
い
物
語

　

さ
ら
に
ま
た
、
も
し
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
最
初
か
ら
妻
を
告
発
す
る
目
的

で
書
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、「
告
発
記
」
は
、
抜
か
り
の
な
い
説
得
力
の

あ
る
も
の
に
仕
上
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の

記
述
に
は
、
曖
昧
な
箇
所
や
齟
齬
や
誤
り
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
す
べ

て
は
書
き
出
せ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
、
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
を
三
点
、

挙
げ
て
お
こ
う
。

　

何
よ
り
も
ま
ず
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
読
者
に
対
し
て
カ
ピ
ト
ゥ
の
不
義

の
証
拠
と
し
て
い
る
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
似
だ
と
い
う
息
子
エ
ゼ
キ
エ
ル
に

関
連
す
る
証
言
自
体
が
、
根
拠
が
乏
し
く
曖
昧
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ

に
よ
れ
ば
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
エ
ス
コ
バ
ー
ル
と
似
て
い
る
と
い
う
が
、
彼

の
主
張
す
る
類
似
性
は
、頭
の
動
き
（
百
十
六
章
）
や
目
の
動
き
（
百
三
十
一

章
）
な
ど
後
天
的
な
特
徴
で
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
癖
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

ま
た
双
方
と
も
明
る
い
色
の
瞳
を
持
ち
、
ハ
ン
サ
ム
で
、
一
人
で
考
え
込

む
と
こ
ろ
が
あ
る
と
も
言
う
が
、
そ
れ
ら
は
カ
ピ
ト
ゥ
の
特
徴
と
も
い
え

な
い
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
数
字
を
違
え
る
こ
と
な
く
話
す
と
こ
ろ
が
エ

ス
コ
バ
ー
ル
に
似
て
い
る
と
い
う
主
張
も
（
百
四
十
五
章
）、
そ
ん
な
こ
と

は
考
古
学
専
攻
な
ら
ば
当
然
で
、
む
し
ろ
考
古
学
と
い
う
利
潤
度
外
視
の

分
野
を
専
攻
し
た
こ
と
が
、
商
売
上
手
の
エ
ス
コ
バ
ー
ル
（
九
十
八
章
）
と

は
正
反
対
だ
。
む
し
ろ
引
き
籠
り
気
味
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
似
だ
と
い
っ
た

ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
。
こ
の
よ
う
な
心
も
と
な
い
類
似
性
よ
り
も
、
サ

ン
シ
ャ
の
父
親
グ
ル
ジ
ェ
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、
亡
妻
と
カ
ピ
ト
ゥ

の
他
人
の
空
似
と
い
う
反
証
の
ほ
う
が
、
よ
ほ
ど
説
得
力
を
持
つ
。

　

ま
た
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
出
生
に
関
す
る
証
言
も
曖
昧
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ

は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
墓
碑
に
あ
る
「
お
ま
え
の
歩
み
は
完
全
な
も
の
で
あ

っ
た
。
お
ま
え
が
創
造
さ
れ
た
日
か
ら
」
と
い
う
聖
書
か
ら
の
引
用
文
を

見
て
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
創
造
さ
れ
た
日
は
、
い
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
？
」

（
百
四
十
六
章
）
と
問
う
。
だ
が
、
そ
の
答
え
を
、
彼
の
物
語
か
ら
導
こ
う

と
す
る
と
、
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
う
の
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
よ
れ
ば
、

結
婚
二
周
年
め
（
す
な
わ
ち
一
八
六
七
年
三
月
）
に
は
ま
だ
子
宝
に
恵
ま
れ

て
い
な
い
（
百
四
章
）。
だ
と
す
る
と
、
た
と
え
そ
の
後
で
カ
ピ
ト
ゥ
が
す

ぐ
に
妊
娠
し
た
と
し
て
も
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
誕
生
は
、
ど
ん
な
に
早
く
て

も
一
八
六
七
年
の
年
末
で
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
死
ん
だ
一
八
七
一
年
三
月

（
百
二
十
二
章
）
に
は
、
せ
い
ぜ
い
三
歳
三
ヶ
月
で
あ
る
。
だ
が
、
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
の
回
想
記
で
は
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
五
、六
歳
の
と
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
ま
だ
生
き
て
い
る
と
き
の
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
の
だ
（
百
十
章
）。

　

年
号
の
誤
り
は
、
彼
が
事
の
発
端
と
し
て
重
要
視
す
る
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア

ス
に
よ
る
密
告
事
件
が
起
こ
っ
た
「
あ
る
午
後
」
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
密
告
事
件
は
、
母
グ
ロ
リ
ア
に
十
数
年
前
の
願
掛
け
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
も
そ
も
自
分
が
神
学
校
へ
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
原
因
を
作
っ
た
重
要
な
事
件
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
は
、「
か
の
忘
れ
も
し
な
い
十
一
月
の
あ
る
午
後
」（
二
章
）
と
書
い

て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
百
三
章
で
は
そ
れ
を
「
一
八
五
八
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年
の
あ
の
午
後
」
と
記
し
て
い
る
の
だ
。
二
章
で
、「
午
後
は
、
そ
れ
以
外

に
も
た
く
さ
ん
経
験
し
た
。
も
っ
と
い
い
も
の
も
あ
れ
ば
悪
い
も
の
も
あ

っ
た
が
、
あ
の
午
後
は
、
一
度
た
り
と
も
わ
た
し
の
精
神
か
ら
消
え
た
こ

と
が
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
午
後
の
年
号
を
誤
っ
て
記
載
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、、
告
発
記
と
し
て
は
あ
ま
り
に
致
命
的
で
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
や
は
り
執
筆
開
始

当
初
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
は
、
告
発
の
意
図
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

む
し
ろ
そ
こ
は
彼
が
瞬
間
的
に
犯
し
た
記
憶
違
い
と
解
釈
し
た
ほ
う
が

い
い
の
で
は
な
い
か
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、自
ら「
わ
た
し
の
記
憶
力
は
」「
昨

日
履
い
た
ズ
ボ
ン
す
ら
思
い
出
せ
な
い
」（
五
十
九
章
）、
と
言
っ
て
い
る
ほ

ど
に
、
記
憶
力
が
悪
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

２ 〈
記
憶
の
流
れ
〉

　
主
体
性
を
獲
得
し
た
「
記
憶
」

　

実
は
、「
記
憶
」
は
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
お
い
て
き
わ
め
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
出
て
く
る
記
憶
に
ま
つ
わ
る
語

彙
数
は
半
端
で
は
な
く
、lem

brar

（
覚
え
て
い
る
／
思
い
出
す
／
思
い
出
さ
せ

る
）、recordar

（
思
い
出
す
）、evocar

（
思
い
起
こ
す
）、esquecer

（
忘
れ
る

／
忘
れ
さ
せ
る
）
と
い
っ
た
動
詞
や
、mem

ória

（
記
憶
）、rem

iniscência

（
心

覚
え
）、recordação

（
回
想
）、lem

brança

（
思
い
出
）、evocação

（
想
起
）

と
い
っ
た
名
詞
な
ど
、「
記
憶
」
に
関
係
す
る
語
彙
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。perder

（
失
う
）
な
ど
の
語
彙
を
使
っ
て
間
接
的

に
「
忘
失
」
を
表
現
す
る
も
の
も
あ
り
、「
記
憶
」
へ
の
言
及
が
見
受
け
ら

れ
る
章
は
大
多
数
に
及
ぶ
。
回
想
記
な
ら
ば
当
然
だ
と
思
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
過
去
の
事
実
を
淡
々
と
述
べ
る
分
に
は
、
必
ず
し
も
記
憶
に
関

わ
る
語
彙
を
頻
繁
に
使
う
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ

う
し
た
語
彙
が
多
く
使
わ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
こ

の
小
説
が
回
想
や
想
起
と
い
う
行
為
を
主
題
化
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
は

な
い
か
。

　
「
記
憶
」
に
関
し
て
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
五
十
九
章
「
記
憶
の
よ
い
賓
客
」

を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
章
で
、
独
自
の
論
を
展
開
し
、
初
接
吻
の

思
い
出
に
浸
っ
て
い
る
と
き
の
自
分
に
つ
い
て
も
、「
わ
た
し
は
多
少
、
接

吻
の
思
い
出
を
濫
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
郷
愁
と
は
そ

う
い
う
も
の
だ
。
昔
の
記
憶
を
再
生
し
て
は
、
ま
た
再
生
す
る
こ
と
」
と

記
す
（
三
十
四
章
）。
登
場
人
物
を
描
写
す
る
と
き
も
、
記
憶
力
は
重
要
な

視
点
で
あ
る
。
カ
ピ
ト
ゥ
に
つ
い
て
は
、
自
分
の
話
を
聴
い
て
い
る
と
き

の
様
子
を
、「
わ
た
し
の
報
告
を
確
認
し
な
が
ら
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
記
憶
に

貼
り
つ
け
て
い
る
」（
三
十
一
章
）
よ
う
だ
と
書
き
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
に
つ

い
て
も
「
自
分
の
三
歳
の
と
き
の
記
憶
を
二
つ
か
三
つ
話
」（
九
十
三
章
）

し
た
と
書
く
。
さ
ら
に
は
登
場
人
物
同
士
の
会
話
に
も
、「
覚
え
て
い
る
か

い
？
」「
覚
え
て
な
い
わ
」
と
い
っ
た
、
相
手
の
記
憶
を
確
か
め
る
や
り
と

り
が
六
ヶ
所
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
読
者
に
も
、「
女
性
読
者
は
（
…
…
）
あ

の
歌
詞
を
覚
え
て
い
て
、〔
カ
ピ
ト
ゥ
の
〕
物
忘
れ
の
ひ
ど
さ
に
驚
い
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
」（
百
十
章
）
と
い
っ
て
、
記
憶
力
を
確
か
め
る
。
カ
ピ
ト

ゥ
と
椰
子
菓
子
売
り
の
歌
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
誓
い
合
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
に
至
っ
て
は
、
四
回
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

1
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
記
憶
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
、
文
体
に
も
反
映

さ
れ
る
。
た
と
え
ばlem

brar

と
い
う
動
詞
で
い
え
ば
、
通
常
こ
の
動
詞
は
、

「
思
い
出
す
／
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
使
う
と
き
は
再
帰
動
詞
と
し
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———　感覚の組織化　———

て
用
い
る
こ
と
が
多
い
（lem

brar-se de

）
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
で

は
、
そ
れ
が
「
思
い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
他
動
詞
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
圧
倒
的
に
多
い
。
つ
ま
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、「
わ
た
し
は
〇
〇
を
思
い

出
す
」
と
は
言
わ
ず
、「（
過
去
の
出
来
事
が
）
私
に
〇
〇
を
思
い
出
さ
せ
る
」

と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
で
あ
る

2
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
主
体
的
に
動
い
て

い
る
の
は「
わ
た
し
」で
は
な
い
。「
わ
た
し
」が
稼
働
さ
せ
て
い
る「
記
憶
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、「
筆
を
お
き
、
窓
辺
へ
行
っ
て
、

記
憶
に
気
分
転
換
を
さ
せ
」
て
い
る
（
八
十
五
章
）
と
書
い
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
は
、
語
り
手
が
能
動
的

に
思
い
出
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
語
り
手
が
自
分
の
「
記
憶
」
を
自
由
に

働
か
せ
た
結
果
、
よ
み
が
え
っ
て
き
た
過
去
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
自
伝
的
記
憶

　

人
が
そ
れ
ま
で
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
想
起
す
る
個
人
的
経
験
に
関
す

る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
自
伝
的
記
憶
と
呼
ば
れ

3
、
そ
れ
は
自
己
と
不
可
分
な

関
係
に
あ
り
、
自
己
機
能
と
呼
ば
れ
る
重
要
な
機
能
を
持
っ
て
い
る
。「
自

己
機
能
」
と
は
、「
自
伝
的
機
能
が
自
己
の
連
続
性
や
一
貫
性
を
支
え
た
り
、

望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
面
」
を
言
う

4
。
こ
の
機
能
が

「
人
生
の
両
端
を
結
び
合
わ
せ
」（
二
章
）
る
と
い
う
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
執
筆

動
機
と
ま
さ
に
重
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
や
ら
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム

ッ
ホ
』
は
、
典
型
的
な
自
伝
的
記
憶
の
形
式
を
と
っ
た
小
説
と
捉
え
ら
れ

そ
う
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
こ
の
回
想
記
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た

の
は
、「
壁
の
肖
像
画
が
声
を
か
け
」
て
く
れ
、「
自
分
た
ち
に
過
去
の
時

間
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
な
ら
、
自
ら
ペ
ン
を
と
っ
て
少

し
語
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
」
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
は
そ
の

提
案
を
受
け
入
れ
、「
少
し
ず
つ
よ
み
が
え
っ
て
き
た
心
お
ぼ
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
数
々
を

紙
面
に
綴
」
り
、「
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
も
の
を
ふ
た
た
び
生
き
る
」（
二

章
、
傍
点
筆
者
）
べ
く
、
作
品
に
と
り
か
か
り
、「
ま
ず
は
か
の
忘
れ
も
し

な
い
十
一
月
の
あ
る
午
後
を
呼
び
起
こ
」し
た
。
そ
し
て
そ
の「
あ
る
午
後
」

を
手
が
か
り
に
湧
き
出
て
き
た
記
憶
を
起
点
に
綴
ら
れ
始
め
た
の
が
『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
な
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
そ
の
「
あ
る
午
後
」

を
思
い
出
す
と
き
だ
け
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
「evocação

（
呼
び
起
こ
す

こ
と
、
想
起
）
と
い
う
単
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
こ
の
と
き
だ

け
は
、
記
憶
の
手
が
か
り
と
し
て
そ
れ
を
故
意
に
呼
び
起
こ
す
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
。
だ
が
そ
の
後
は
、と
く
に
努
力
す
る
こ
と
も
な
く
、自
然
と
「
少

し
ず
つ
よ
み
が
え
っ
て
き
た
心
お
ぼ
え
の
数
々
を
紙
面
に
綴
」
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
内
容
の
齟
齬
や
記
憶
違
い
や
曖
昧
さ
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

て
い
る
の
は
、
こ
の
た
め
な
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
自
伝
的
記
憶
に
は
、
意
図
的
に
思
い
出
す
「
随
意
記
憶
」
と
、「
意

志
の
働
き
な
し
に
過
去
の
こ
と
が
自
発
的
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
形
態
」

を
と
る
「
不
随
意
記
憶
」
が
あ
り

5
、
後
者
に
は
「
人
々
が
過
去
の
自
分

と
現
在
の
自
分
を
結
び
付
け
、
自
己
の
連
続
性
の
感
覚
を
付
与
す
る
役
割
」

が
あ
る
と
い
う

6
。
こ
れ
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
執
筆
動
機
と
一
致
す
る
点
も

興
味
深
い
が
、
不
随
意
記
憶
に
関
し
て
は
、
気
分
が
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
と

き
に
想
起
し
や
す
い

7
と
い
う
点
も
興
味
を
引
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
が
、

や
は
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
こ
の
回
想
記
の
執
筆
を
思
い
立
っ
た
と
き
の
状

況
と
一
致
す
る
か
ら
だ
。
彼
は
そ
の
と
き
の
こ
と
を
、「
時
間
の
大
半
を
、

畑
仕
事
と
庭
い
じ
り
と
読
書
に
費
や
し
、
食
事
も
ち
ゃ
ん
と
と
り
、
寝
つ

き
も
悪
く
な
い
」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
気
分
が
と
く
に
高
揚
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し
た
り
消
沈
し
た
り
し
て
い
な
い
と
き
に
書
き
起
こ
し
始
め
て
い
る
わ

け
で
、
こ
の
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
彼
が
嫉
妬
ゆ
え
の
激
情
に
駆
ら
れ
て

執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
記
憶
」
の
時
間

　

で
は
、
よ
み
が
え
っ
て
き
た
記
憶
は
ど
の
よ
う
に
綴
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
今
度
は
そ
れ
を
み
て
い
こ
う
。

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
内
容
か
ら
三
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
（
表
１
参
照
）

8
。
第
一
部
は
、
神
学
校
へ
入
学
す
る
五
十
三
章

ま
で
の
部
分
、
第
二
部
は
、
神
学
校
入
学
後
、
中
退
を
果
た
し
て
大
学
を

卒
業
す
る
ま
で
の
五
十
四
章
か
ら
百
章
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
部
は
百
一

章
以
降
で
、
そ
こ
に
は
結
婚
、
妻
と
親
友
の
姦
通
へ
の
嫌
疑
、
妻
子
の
追

放
、
孤
独
な
老
境
が
書
か
れ
て
い
る
。
ご
覧
の
よ
う
に
章
の
配
分
は
、
各

章
が
だ
い
た
い
五
十
章
ず
つ
で
均
等
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
過

時
間
と
な
る
と
、
数
か
月
、
七
年
、
約
三
十
年
と
不
均
衡
に
な
る
。
し
か

も
第
一
部
の
数
か
月
は
、
表
１
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
四
十
九
章
か

ら
五
十
章
の
間
に
流
れ
た
（
と
い
う
よ
り
跳
ん
だ
）
時
間
で
あ
り
、
大
半
が

「
あ
る
午
後
の
で
き
ご
と
」
か
ら
一
週
間
内
に
起
こ
っ
た
こ
と
に
割
か
れ
て

い
る
。
最
近
の
記
憶
の
研
究
に
よ
れ
ば
、「
自
伝
的
記
憶
は
、
た
っ
た
一
つ

の
時
間
軸
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
」
く
、「
お
そ
ら
く
い
く

つ
か
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
複
数
の
時
間
の
流
れ
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
の
時

間
軸
は
所
々
で
接
点
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
を
持

っ
て
自
伝
的
記
憶
と
い
う
一
つ
の
過
去
を
構
成
し
て
い
る
」
と
い
う

9
。
つ

ま
り
第
一
部
に
流
れ
て
い
る
時
間
は
、「
あ
る
午
後
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿

っ
た
時
間
で
あ
り
、
第
一
部
は
大
部
分
が
「
あ
る
午
後
」
を
手
が
か
り
と

し
て
あ
ふ
れ
出
て
き
た
「
記
憶
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

人
間
の
体
験
の
背
後
に
は
、
か
な
ら
ず
時
計
的
な
時
間
の
流
れ
が
あ
る

よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
、
体
験
を
枠
づ
け
る
時
計
的

な
時
間
と
、
当
の
体
験
を
生
き
て
い
る
視
点
は
同
じ
も
の
で
は
な
い

10
。
第

一
部
の
内
容
は
、
時
計
的
な
時
間
か
ら
言
え
ば
、
大
部
分
が
た
っ
た
一
週

間
だ
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
主
観
的
時
間
と
し
て
は
、
全
回
想
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
第
一
部
が
完
全
に
主
観
的
時
間
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
あ
る
午
後
」
が
あ
っ
た
一
八
五
七
年
の
よ

う
な
客
観
的
な
時
間
も
と
こ
ろ
ど
こ
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

読
者
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
記
憶
」
と
共
有
で
き
る
よ
う
に
と
マ
シ
ャ
ー

ド
が
行
な
っ
た
、
い
う
な
れ
ば
「
時
間
的
体
制
化
」
で
あ
る
。
人
は
自
伝

的
記
憶
を
語
る
と
き
に
、「
他
者
と
記
憶
を
共
有
す
る
た
め
の
正
確
な
時

間
的
体
制
化
と
同
時
に
、
多
少
変
容
し
た
主
観
的
な
時
間
的
体
制
化
を
行

な
」

11
う
。
章
の
配
分
と
経
過
時
間
の
ず
れ
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
そ
の
体

験
に
対
し
て
お
く
重
要
性
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
第
二
部
を
見
て
み
よ
う
。
神
学
校
に
つ
い
て
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、「
神

学
校
の
こ
と
は
語
る
ま
い
」（
五
十
四
章
）
と
書
き
な
が
ら
、
結
果
的
に
は

九
十
六
章
ま
で
ず
っ
と
「
し
ば
し
わ
れ
わ
れ
の
古
い
神
学
校
を
生
き
る
」

（
五
十
四
章
）
こ
と
に
な
る
。
第
一
部
の
記
憶
の
て
が
か
り
が
「
あ
る
午
後

の
事
件
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
部
は
、『
聖
モ
ニ
カ
賛
歌
』
が
手
が
か

り
と
な
っ
て
よ
み
が
え
っ
て
き
た
「
記
憶
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
。
第
二
部
で
は
一
年
半
ほ
ど
が
経
過
し
て
い
る
が

12
、
こ
れ
を
書
く

と
き
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
第
一
部
以
上
に
客
観
的
時
間
に
頓
着
し
な
い
。

そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
訪
問
で
あ
る
。
第
二
部
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に
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
家
を
訪
問
し
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
合
計
三
回
出
て
く
る
の
だ
が
、
生
起
し
た
時
間
が
特
定
で
き
な

い
た
め
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
が
同
一
の
訪
問
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
別

個
の
訪
問
を
指
す
の
か
が
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る

の
で
あ
る
。

　

最
初
の
記
述
が
出
て
く
る
七
十
一
章
で
、「
そ
こ
ま
で
訪
ね
て
き
て
く
れ

た
こ
と
は
そ
れ
以
前
に
一
度
も
な
く
」
と
書
か
れ
、
ま
た
三
回
め
の
記
述

で
も
「
わ
た
し
が
最
初
に
帰
宅
し
た
土
曜
日
」（
八
十
一
章
）
の
翌
日
に
起

こ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
だ
け
を
読
め
ば
、
そ
れ
ら
は

同
一
の
訪
問
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
内
容
が
一
部
食
い
違
っ

て
い
る
の
だ
。
一
回
め
で
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
が
い
っ
た
ん
遠
慮
し
た
後

で
受
け
た
と
書
か
れ
て
い
る
昼
食
が
、
三
回
め
で
は
、
最
初
か
ら
食
べ
る

つ
も
り
で
来
た
（
九
十
三
章
）
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
例
は
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
訪
問
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
し
た

齟
齬
は
、
第
二
部
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
語
り
が
、
相
当
に
主
観
的
時
間
の

支
配
を
受
け
て
い
る
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
九
十
七
章
で
、「
本
来
な
ら
ば
こ
こ
が
本
の
半
分
に
な

る
べ
き
な
の
だ
が
、
わ
た
し
の
経
験
不
足
の
せ
い
で
ペ
ン
の
あ
と
を
追
い

か
け
る
こ
と
に
な
り
、
物
語
の
佳
境
を
話
さ
ぬ
う
ち
に
、
ほ
と
ん
ど
紙
面

が
尽
き
て
し
ま
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
回
想
記
の
最
初
か
ら
合
計
し
て

も
二
年
と
少
し
で
あ
り
、
そ
の
後
ま
だ
数
十
年
の
人
生
が
残
っ
て
い
る
と

い
う
の
に
、
な
ぜ
こ
の
時
点
が
「
本
来
な
ら
ば
こ
こ
が
半
分
に
な
る
べ
き
」

と
言
え
る
の
か
。
こ
の
疑
問
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
を
悩
ま
せ
て

き
た
も
の
だ
が

13
、
結
局
は
そ
れ
こ
そ
が
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
記
憶
の
主
観
的

時
間
感
覚
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
自
伝
的
記
憶
に
は
、「
青
年
期
か
ら
成
人

期
に
か
け
て
の
期
間
に
つ
い
て
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
多
く
の
出
来
事
を
思

い
出
す
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
レ
ミ
ニ
セ
ン
ス
・

バ
ン
プ
」
と
呼
ぶ
と
い
う

14
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
描
き
こ
ま
れ
て

い
る
の
は
、
ま
さ
に
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
「
レ
ミ
ニ
セ
ン
ス
・
バ
ン
プ
」
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
人
間
の
記
憶
の
在
り

様
を
、
そ
こ
ま
で
忠
実
に
描
き
こ
ん
だ
こ
と
に
は
つ
く
づ
く
驚
か
さ
れ
る
。

３　
再
構
成
さ
れ
る
過
去

　
「
記
憶
」
の
逆
行
的
視
点

　

第
一
部
と
第
二
部
は
、
い
ず
れ
も
過
去
の
事
物
を
記
憶
の
手
が
か
り
と

し
て
い
た
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
は
ひ
と
つ
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
第
二
部
で
は
、
第
一
部
に
比
べ
て
現
在
の
視

点
か
ら
の
考
察
や
コ
メ
ン
ト
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
１
に
あ
る

網
か
け
の
あ
る
欄
は
、
語
り
が
現
在
か
ら
の
視
点
に
よ
る
思
考
の
み
で
構

成
さ
れ
て
い
る
章
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
章
が
、
第
二
部
で
突
と
し
て
増

え
て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の
よ
う

な
コ
メ
ン
ト
や
思
考
が
第
一
部
に
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ

と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
第
一
部
で
も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
過
去
の
自
分
や
自
分
の
語
り
に
つ
い
て
、
冷
静
な
分
析
や
コ
メ
ン
ト
を

加
え
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ど
ん
な
想
起
に
お
い
て
も
、
現
在
の
既
定
事
実

を
前
提
に
過
去
を
眺
め
る
と
い
う
側
面
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る

15
。し
た
が
っ
て
、現
在
か
ら
の
視
点
に
よ
る
思
考
や
コ
メ
ン
ト
は
、『
ド

ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
全
語
り
を
通
し
て
見
ら
れ
る
が
、
語
り
を
い
っ
た

ん
中
断
し
、
一
章
丸
ご
と
を
割
い
て
現
在
の
考
察
や
コ
メ
ン
ト
を
行
な
っ
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て
い
る
の
は
、
第
一
部
で
は
十
七
章
の
「
紙
魚
」、
一
章
で
あ
る
。

　

だ
が
、
第
二
部
は
違
う
。
よ
み
が
え
っ
て
き
た
記
憶
の
流
れ
を
中
断
し
て
、

現
在
の
視
点
か
ら
の
考
察
を
加
え
た
り
、
挿
話
を
入
れ
た
り
す
る
こ
と
が
、

頻
度
や
量
と
も
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
第
一
部
で
主
を
成
し
て
い

た
「
順
行
的
」
な
語
り
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
「
逆
行
的
」
な
視
点
に
よ
る

語
り
が
交
叉
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
「
逆
行
的
」
な
視
点
こ
そ
が
第
三
部
を
支
配
す
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
記
述
内
容
に
も
反
映
さ
れ
、
表
１
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
第
三
部
に
入
る
と
、
物
語
は
に
わ
か
に
歩
み
を
速
め
、
一

気
に
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
死
と
妻
子
の
追
放
と
い
う
結
末
へ
向
か
っ
て
急
展

開
し
て
い
く
。
経
過
時
間
は
、
実
に
三
十
余
年
で
、
一
週
間
の
で
き
ご
と

が
約
四
十
章
に
わ
た
っ
て
綴
ら
れ
た
第
一
部
と
、
時
間
軸
も
曖
昧
に
さ
れ
、

冊
子
か
ら
浮
か
び
あ
が
る
思
い
出
が
、
や
は
り
約
四
十
章
を
か
け
て
書
か

れ
て
い
た
第
二
部
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

第
三
部
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
記
憶
の
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
も
は
や

過
去
の
特
定
の
事
物
で
は
な
い
。
彼
は
、
現
在
を
想
起
の
起
点
と
し
、
今

現
在
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
な
ぜ
こ
う
な
っ
た
か
、
そ
の
原
因
や
経
緯
を
、

現
在
の
視
点
か
ら
逆
行
的
に
探
り
な
が
ら
語
り
始
め
る
。
七
十
二
章
の
「
戯

曲
の
改
造
」
で
、『
オ
セ
ロ
ウ
』
を
見
た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、「
も
し
か
し
た
ら
、

こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
多
少
の
改
造
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
ず
、
わ
た
し
だ

っ
た
ら
、
試
し
に
戯
曲
を
結
末
か
ら
上
演
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
み
る
か

も
し
れ
な
い
」
と
書
い
た
の
は
、
第
三
部
で
彼
が
採
用
す
る
こ
と
に
な
る

こ
の
手
法
を
予
告
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
逆
行
的
視
点
が
語
り
を
支
配
す
る
と
、
過
去
は
現
在
の
結

果
か
ら
逆
に
た
ど
ら
れ
、
経
緯
を
あ
と
づ
け
ら
れ
て
、
逆
行
的
に
解
釈
さ

れ
る
も
の
に
な
る

16
。
す
な
わ
ち
「
結
果
が
物
語
を
彩
る
」

17
よ
う
に
な
る
。

　
ベ
ン
ト
の
嫉
妬
と
疑
念

　

で
は
、
な
ぜ
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
語
り
の
手
法
を
急
に
変
え
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

実
は
逆
行
的
視
点
の
ほ
か
に
、
も
う
ひ
と
つ
第
三
部
で
際
立
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
。
嫉
妬
と
疑
念
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
皆
無
、
第
二
部
で
は

二
度
だ
っ
た
嫉
妬
に
関
す
る
言
及
が
、
第
三
部
に
入
る
な
り
急
増
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
「
嫉
妬
と
疑
念
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
小
説
を
書
き

始
め
た
頃
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
長
編
小
説
『
復
活

（Ressurreição

）』（
一
八
七
二
）
に
出
て
く
る
主
人
公
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
は
、

嫉
妬
深
く
非
常
に
猜
疑
心
が
強
い
青
年
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
愛
し
合
っ

て
婚
約
ま
で
交
わ
し
た
未
亡
人
リ
ヴ
ィ
ア
の
過
去
や
男
性
関
係
に
対
し
て

も
疑
心
暗
鬼
に
な
り
、
結
婚
間
際
で
婚
約
を
破
棄
し
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う

ど
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
、
カ
ピ
ト
ゥ

の
眺
め
る
海
に
ま
で
嫉
妬
し
、「
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
雌
馬
」（
四
十
章
）
並
み

の
想
像
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
、
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
も
「
ど
ん
な
軽
い
バ

ラ
の
葉
一
枚
に
も
苦
悩
す
る
ほ
ど
」

18
嫉
妬
深
く
、「
疑
念
に
と
っ
て
彼
の

精
神
は
肥
沃
な
土
壌
」
で
、
何
気
な
い
他
人
の
一
言
で
「
種
を
植
え
つ
け

ら
れ
、
撒
か
れ
た
ら
す
ぐ
に
根
を
生
や
し
、
成
長
す
る
」

19
ほ
ど
の
想
像
力

を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
二
編
の
小
説
は
、
ど
ち
ら
に
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
オ
セ
ロ
ウ
』
へ
の
言
及
が
あ
り
、
異
常
な
ま
で
の
嫉
妬
と
疑
念
ゆ
え

に
主
人
公
が
自
滅
し
て
い
く
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
初
め
て
書
い
た
小
説
『
復
活
』
と
約
三
十
年
の
知
見
と
経
験
の

賜
物
で
あ
る
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
あ
い
だ
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
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が
ら
大
き
な
開
き
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
重
要
な
形
式
上
の
違
い
を
二
点
指

摘
し
て
お
こ
う
。

　

一
つ
は
、
語
り
手
の
違
い
で
あ
る
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
語
り

手
ベ
ン
ト
・
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
一
人
称
小
説
で
あ
る
が
、『
復
活
』
は
、
全

知
の
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
小
説
で
あ
る
。
こ
の
た
め
『
復
活
』
で
は
、

語
り
手
が
登
場
人
物
の
性
格
や
筋
の
展
開
に
つ
い
て
絶
え
ず
解
説
を
加
え
、

た
と
え
ば
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
が
リ
ヴ
ィ
ア
の
男
性
関
係
に
疑
念
を
抱
い
た
と

き
に
は
、
そ
れ
が
「
冤
罪
」
で
あ
る
こ
と
が
語
り
手
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
。

ま
さ
に
同
じ
よ
う
な
疑
念
が
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
お
い
て
は
永
遠

の
謎
と
し
て
残
さ
れ
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
大
き
な
違
い
は
、
物
語
の
舞
台
で
あ
る
。
マ
シ
ャ
ー
ド
は

『
復
活
』
で
、嫉
妬
以
外
に
も
う
一
つ
描
く
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
そ
れ
は
「
二

つ
の
異
な
る
性
格
の
対
照
性
」

20
で
、
そ
れ
は
猜
疑
心
が
強
く
嫉
妬
深
い

主
人
公
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
と
、
寛
大
で
包
容
力
の
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ

る
リ
ヴ
ィ
ア
と
い
う
主
要
登
場
人
物
の
性
格
の
違
い
と
い
う
か
た
ち
で
実

現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
二
人
の
攻
防
は
、
ま
る
で
「
悪
」
と
「
善
」

の
戦
い
の
よ
う
な
様
相
を
帯
び
る
。

　

同
じ
よ
う
な
戦
い
は
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
で
も
見
ら
れ
る
が
、
舞

台
は
も
は
や
二
人
の
別
々
の
人
間
で
は
な
い
。
そ
れ
は
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の

頭
（
心
）
の
中
に
移
さ
れ
、「
善
」
な
る
も
の
と
、
嫉
妬
か
ら
生
じ
る
「
悪
」

な
る
も
の
の
葛
藤
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
コ
ー
ド
ウ

ェ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「Santo

（
聖
人
）」
と
「Iago

（
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
）」

の
二
つ
の
部
分
を
含
む
彼
の
名
前
「
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
（Santiago

）
に
も
表

わ
れ
て
い
る

21
。「
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
オ
セ
ロ
ウ
に
嫉
妬
を
植
え
つ
け
た
張
本
人
で
あ
る
。

　

嫉
妬
は
、
第
三
部
で
初
め
て
現
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
第
二

部
で
見
え
隠
れ
し
、
ベ
ン
ト
を
二
度
襲
っ
て
い
る
。
入
学
直
後
に
神
学
校

を
訪
ね
た
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
の
口
か
ら
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
楽
し
そ
う
に
や
っ

て
い
る
と
聞
か
さ
れ
た
と
き
（
六
十
二
章
）
と
、
自
宅
に
帰
っ
た
と
き
に
、

馬
に
乗
っ
て
通
り
過
ぎ
な
が
ら
カ
ピ
ト
ゥ
に
目
を
や
っ
た
ダ
ン
デ
ィ
を
見

た
と
き
（
七
十
三
章
）
で
あ
る
。
最
初
に
嫉
妬
が
登
場
し
た
六
十
二
章
に
は
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
オ
セ
ロ
ウ
』
で
、
嫉
妬
の
原
因
を
作
っ
た
登
場
人

物
の
名
を
と
っ
て
、「
イ
ヤ
ー
ゴ
ウ
の
微か

す

か
な
兆
し
」
と
い
う
題
名
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
。

　
伝
統
の
逆
襲
・
嫉
妬
の
刃

　

第
二
部
で
芽
生
え
た
嫉
妬
は
、
第
三
部
に
入
る
と
、
ベ
ン
ト
に
猛
襲
を

か
け
始
め
（
表
１
参
照
）、
百
五
章
の
舞
踏
会
で
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
見
事
な

腕
に
見
入
る
他
の
男
性
に
感
じ
る
程
度
だ
っ
た
が
、
百
六
章
で
は
カ
ピ
ト

ゥ
が
み
つ
め
た
海
に
対
し
て
抱
く
よ
う
に
な
り
、
百
七
章
で
は
「
妻
の
頭

の
中
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
」
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
百
十
三
章
で
極
限
に
達
す
る
。

そ
の
度
合
い
と
き
た
ら
、
彼
女
の
ど
ん
な
些
細
な
動
作
に
も
苦
し
み
、
つ
ま

ら
な
い
ひ
と
言
に
も
、
ど
ん
な
こ
だ
わ
り
に
も
苦
し
む
ほ
ど
だ
っ
た
。
と
う

と
う
あ
ら
ゆ
る
人
に
ま
で
向
け
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
多
く
の
ば
あ
い
、

無
視
さ
れ
た
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
す
べ
て
に
対
し
、
全

員
に
対
し
て
嫉
妬
を
抱
く
に
い
た
っ
た
。
近
所
の
人
、
ワ
ル
ツ
の
相
手
、
男

な
ら
だ
れ
で
も
、
若
く
て
も
熟
年
で
も
、
わ
た
し
を
恐
怖
や
疑
念
で
満
た
し

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
百
十
三
章「
第
三
者
の
異
議
申
し
立
て
」）
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———　感覚の組織化　———

　

一
方
、
募
る
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
疑
念
や
嫉
妬
に
対
し
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
「
ま

す
ま
す
や
さ
し
さ
を
募
ら
せ
」、「
嫉
妬
を
呼
び
覚
ま
さ
な
い
よ
う
に
」
窓

辺
で
で
は
な
く
階
段
の
上
で
、
子
ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
「
こ
ど
も
の
こ
ろ

と
変
わ
ら
な
い
に
こ
や
か
な
笑
み
を
た
た
え
た
愛
ら
し
い
顔
を
覗
か
せ
て
」

（
百
十
五
章
）
待
つ
よ
う
に
な
る
ほ
ど
細
や
か
な
気
を
配
っ
た
。
そ
れ
で
も

ベ
ン
ト
の
嫉
妬
の
増
殖
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

で
は
、
な
ぜ
第
三
部
に
入
っ
て
、
嫉
妬
が
が
ぜ
ん
力
を
発
揮
し
始
め
た

の
か
。

　

ブ
ラ
ジ
ル
の
文
学
研
究
者
ホ
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
『
ド
ン
・
カ
ズ

ム
ッ
ホ
』
を
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
。
前
半
は
、
カ
ピ
ト
ゥ
の
リ
ー
ド
の

も
と
に
、
恋
愛
成
就
を
め
ざ
し
て
二
人
が
一
致
協
力
し
、
晴
れ
て
結
婚
を

勝
ち
取
る
ま
で
の
勝
利
へ
の
道
の
り
で
あ
る
。
対
す
る
後
半
は
、
結
婚
し

て
か
ら
破
滅
に
至
る
ま
で
の
奈
落
へ
の
下
り
坂
だ
。
ど
う
や
ら
分
水
嶺
は

結
婚
に
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
と
カ
ピ
ト
ゥ
の
あ

い
だ
に
横
た
わ
る
社
会
的
な
身
分
の
差
で
あ
る
。
当
時
の
ブ
ラ
ジ
ル
は
、

奴
隷
制
度
が
敷
か
れ
た
家
父
長
制
社
会
で
、
父
親
が
連
邦
議
員
ま
で
務
め

た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
家
は
、
支
配
階
級
に
属
し
て
い
た
。
か
つ
て
地
方
に
は

農
場
を
持
ち
、
名
前
の
頭
文
字
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
全
文
字
が
揃
い
そ
う

な
く
ら
い
に
大
勢
の
奴
隷
を
所
有
す
る
富
裕
な
旧
家
で
あ
る
。
一
方
の
カ

ピ
ト
ゥ
は
、
父
親
が
公
務
員
で
、
一
軒
家
に
は
宝
く
じ
で
特
賞
を
当
て
た

か
ら
こ
そ
住
め
る
と
い
う
境
遇
で
あ
る
。
そ
の
う
え
「
褐
色
肌
」
で
「
人
種
」

的
な
違
い
も
あ
っ
た
。
結
婚
前
は
、
身
分
の
違
い
を
克
服
し
て
結
婚
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
力
を
合
わ
せ
て
伝
統
社
会
を
相
手
に
戦
っ
た
が
、
結

婚
後
は
、
そ
の
共
通
の
目
標
も
失
い
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
家
長
と
し
て
の

権
力
を
手
に
し
、
カ
ピ
ト
ゥ
は
既
存
の
社
会
体
制
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
し

ま
う
。

　

問
題
は
、
彼
に
家
長
と
し
て
の
能
力
が
備
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
だ

っ
た
。
シ
ュ
ワ
ル
ツ
は
、
彼
は
「
明
ら
か
に
家
父
長
に
な
る
訓
練
が
で
き

て
い
ず
」、
ま
た
カ
ピ
ト
ゥ
に
対
し
て
も
常
に
劣
等
感
を
抱
き
続
け
て
い
た

た
め
に
、「
自
分
が
彼
女
に
ふ
さ
わ
し
い
〝
男
〟
で
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て

い
た
」
と
言
う
。
そ
も
そ
も
結
婚
前
に
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
従
順
で
素
直
だ

っ
た
の
も
、
実
は
指
導
力
や
行
動
力
の
な
さ
の
表
わ
れ
だ
っ
た
の
だ
。
資

格
の
な
い
者
が
長
と
な
っ
た
と
き
、
能
力
の
な
さ
は
往
々
に
し
て
横
暴
性

と
し
て
裏
返
る
。
こ
の
た
め
に
家
長
と
い
う
「
新
し
い
状
況
の
な
か
で
、

昔
か
ら
の
思
慮
分
別
の
な
さ
や
、
一
家
の
頭
と
し
て
の
意
思
と
自
分
自
身

の
意
思
の
間
に
線
を
引
け
な
い
無
能
さ
」

22
が
嫉
妬
を
あ
ら
ぬ
方
向
へ
と
炸

裂
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
せ
っ
か
く
二
人
の
協
働
で
勝

ち
取
っ
た
近
代
的
か
つ
民
主
主
義
的
な
関
係
も
、
あ
え
な
く
、
息
を
吹
き

返
し
た
家
父
長
的
主
従
関
係
の
前
に
ね
じ
伏
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

　　
記
憶
の
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム

　

重
要
な
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
想
起
が
、
感
覚
を
伴
っ
て
行
な
わ

れ
て
い
る
こ
と
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
青
春
時
代
の
恋
の
危
機
を
語
り

な
が
ら
「
特
別
な
快
感
を
味
わ
」（
七
十
七
章
）
い
、
エ
ス
コ
バ
ー
ル
の
強

く
握
る
手
を
思
い
出
し
た
と
き
に
は
、「
い
ま
で
も
指
が
痛
」（
九
十
四
章
）

い
思
い
を
し
て
い
る
。
使
う
「
聴
覚
も
耳
で
は
な
く
記
憶
に
よ
る
も
の
」

（
六
十
二
章
）
で
あ
る
た
め
、
当
時
の
激
し
い
動
悸
が
今
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
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に
聞
こ
え
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。「
感
覚
に
よ
っ
て
思
い
出
」（
五
十
章
）
し

て
い
る
た
め
、
当
時
の
感
覚
は
そ
の
ま
ま
よ
み
が
え
る
。

　

結
局
、
嫉
妬
も
そ
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
結
婚
後
の

記
憶
を
取
り
戻
す
に
つ
れ
、
強
い
嫉
妬
の
再
襲
来
を
受
け
、
当
時
と
同
じ

混
乱
と
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
の
だ
。
不
義
の
重
要
な
証
拠
で
あ
る
は
ず

の
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
ま
つ
わ
る
省
略
や
非
論
理
性
や
曖
昧
さ
は
、
そ
の
表
わ

れ
な
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
想
起
し
て
い
る
対

象
が
過
去
の
事
実
や
事
象
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
過
去

の
あ
る
時
点
で
思
い
出
さ
れ
た
「
記
憶
」
や
思
考
、
そ
し
て
そ
の
想
起
や

思
考
の
在
り
様
も
現
在
の
想
起
の
対
象
に
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
カ
ピ

ト
ゥ
か
ら
別
離
の
最
終
判
断
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
、
サ
ン
チ

ア
ー
ゴ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

そ
の
あ
い
だ
、
わ
た
し
は
亡
き
グ
ル
ジ
ェ
ル
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
て
い
た
。

（
…
…
）
そ
れ
に
混
じ
っ
て
、遠
い
昔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ぼ
ん
や
り
と
浮
か
び
、

言
葉
や
出
会
い
や
で
き
事
な
ど
も
思
い
出
さ
れ
た
。
す
べ
て
は
、
わ
た
し
の

盲
目
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
悪
意
を
見
出
さ
ず
、
ま
た
わ
た
し
の
古
い
嫉
妬
も
見

お
と
し
て
い
た
も
の
だ
。
あ
る
と
き
、
帰
っ
た
ら
彼
ら
は
二
人
き
り
で
黙
っ

て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、
思
わ
ず
聞
い
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
秘
密
、
彼
女

の
寝
言
な
ど
、
す
べ
て
の
心
お
ぼ
え
が
い
ま
に
な
っ
て
次
々
と
よ
み
が
え

り
、
あ
ま
り
に
一
気
に
押
し
寄
せ
た
た
め
、
わ
た
し
は
頭
が
く
ら
く
ら
し
て

き
た
…
…
。（
…
…
）そ
の
と
き
は
な
ん
と
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
、

い
ま
に
な
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
き
た
。　
（
百
四
十
章「
教
会
か
ら
帰
っ
て
」）

　

こ
こ
で
彼
が
綴
っ
て
い
る
の
は
過
去
の
事
実
で
は
な
い
。
過
去
の
あ
る

時
点
で
想
起
さ
れ
た
「
記
憶
」
に
関
す
る
現
在
の
「
記
憶
」
で
あ
る
。

　

人
間
の
「
記
憶
」
は
、
不
安
や
嫉
妬
を
栄
養
に
し
て
膨
ら
ん
だ
か
と
思

え
ば

23
、
自
分
に
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
る
と
、
注
意
を
そ
ら
さ
せ
、
た
と

え
目
に
入
っ
て
い
る
も
の
で
も
見
え
な
く
し
て
し
ま
う

24
。
人
間
に
は
だ
れ

し
も
自
分
を
肯
定
的
に
と
ら
え
自
尊
心
を
た
か
め
た
い
と
い
う
欲
求
と
自

分
を
否
定
的
な
事
実
か
ら
守
り
た
い
と
い
う
自
己
防
衛
傾
向
が
あ
る

25
。
こ

の
た
め
、
私
た
ち
は
無
意
識
の
う
ち
に
、
自
分
に
納
得
の
い
く
素
材
を
取

り
そ
ろ
え
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
物
語
を
作
る
た
め
に
、
情
報
を

巧
み
に
取
捨
選
択
し
た
り
修
正
や
歪
曲
を
施
し
た
り
し

26
、
と
き
に
は
結
論

を
恣
意
的
に
操
る
こ
と
も
あ
る

27
。
過
去
は
、
今
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る

状
況
に
合
わ
せ
て
い
く
ら
で
も
再
構
成
さ
れ
て
書
き
換
え
ら
れ
る
の
だ

28
。

「
人
は
、
自
分
の
望
ん
で
い
る
こ
と
を
信
じ
る
」
と
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ

ル
は
言
っ
た
と
い
う
（『
ガ
リ
ア
戦
記
』）

29
。

　

お
そ
ら
く
カ
ピ
ト
ゥ
と
の
別
離
を
決
意
す
る
直
前
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に

も
、
同
様
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
だ
。
普
通
の
心
理
状
況
で
あ
れ
ば
、
無

実
の
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
殺
さ
れ
る
『
オ
セ
ロ
ウ
』
が
自
分
の
情
況
に
当
て

は
ま
ら
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
わ
か
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
矛
盾
に

も
気
が
つ
か
ず
、「
死
ぬ
べ
き
な
の
は
わ
た
し
で
は
な
く
、
カ
ピ
ト
ゥ
」
だ

と
い
う
結
論
を
導
い
て
し
ま
っ
た
の
も
、
た
と
え
目
に
入
っ
て
い
る
も
の

で
も
見
え
な
く
な
る
情
況
に
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

　

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
思
い
出
す
う
ち
に
「
遠
い
昔
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ぼ

ん
や
り
と
浮
か
び
、
言
葉
や
出
会
い
や
で
き
ご
と
な
ど
が
思
い
出
さ
れ
」、

「
す
べ
て
の
記
憶
が
次
々
と
よ
み
が
え
り
、
あ
の
と
き
は
な
ん
と
も
思
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
す
べ
て
、
い
ま
に
な
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
き
た
」（
百
四
十

章
）
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
昔
は
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
、
思

い
出
す
と
、
急
に
悪
意
の
あ
る
も
の
に
思
え
て
き
た
り
す
る
こ
と
は
、
だ
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れ
に
で
も
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
昔
は
感
心
し
た
カ
ピ
ト
ゥ
の
慎
重
さ
や

強
い
好
奇
心
や
向
上
心
が
、
一
転
し
て
、
下
心
の
あ
る
計
算
高
さ
や
飽
く

な
き
野
望
や
出
世
欲
に
見
え
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ワ

ル
ツ
は
、
十
四
歳
の
と
き
の
カ
ピ
ト
ゥ
に
関
す
る
次
の
描
写
の
多
義
性
を

指
摘
し
て
い
る

30
。

ご
覧
の
と
お
り
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
十
四
歳
に
し
て
も
う
大
胆
な
ア
イ
デ
ア
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
ま
だ
、
そ
の
先
に
や
っ
て
く
る
も
の
に
比
べ
れ
ば
か

わ
い
い
も
の
だ
っ
た
。
と
は
い
え
、
大
胆
な
の
は
ア
イ
デ
ア
だ
け
で
、
じ
っ

さ
い
の
行
動
は
器
用
で
、
曲
が
り
く
ね
り
音
も
な
く
、
目
標
へ
も
ひ
と
っ
飛

び
で
は
な
く
、小
刻
み
な
跳
躍
を
へ
て
到
達
し
た
。　
　
（
十
八
章
「
計
画
」）

　

こ
の
描
写
は
、
読
む
情
況
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
を
施
す
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
だ
嫉
妬
の
洗
礼
を
受
け
て
い
な
い
段
階
で
は
、
慎
重

で
着
実
に
事
に
あ
た
る
優
秀
さ
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
が
、
裏
切

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
と
嫉
妬
に
苛
ま
れ
た
夫
が
、
そ
れ
を

振
り
返
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
カ
ピ
ト
ゥ
の
大
胆
で
狡
猾
な
性
格
の
表
わ
れ

と
様
相
を
変
え
、「
グ
ロ
リ
ア
の
カ
ピ
ト
ゥ
は
マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
カ
ピ

ト
ゥ
の
中
に
す
で
に
宿
っ
て
い
た
」
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
の
誘
因
と

な
る
。

　

情
報
の
中
に
は
、
少
し
ス
ピ
ン
さ
せ
る
だ
け
で
、
同
じ
こ
と
を
ま
っ
た

く
正
反
対
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る

31
。
曖
昧
な
情
報
は
、

自
分
の
予
想
や
思
惑
と
合
致
す
る
よ
う
に
一
方
的
な
解
釈
を
あ
た
え
る
こ

と
で
、
簡
単
に
百
八
十
度
異
な
る
結
論
を
導
く
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
両
義
的
な
記
述
が
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
は
無
数

に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
主
を
成
す
順
行
的
な
語
り
の
文
脈

で
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
第
三
部
を
照
ら
す
逆
行
的
な
光
に

照
ら
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ら
は
突
如
と
し
て
否
定
的
な
輝
き
を
放
つ
こ
と
に

な
る
の
だ
。

　

そ
の
よ
う
に
し
て
評
価
を
変
え
た
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
、
ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア

ス
や
ジ
ュ
ス
チ
ー
ナ
の
否
定
的
な
評
価
や
、ジ
ョ
ゼ
・
ジ
ア
ス
の
与
え
た
「
裏

の
あ
り
そ
う
な
斜
に
構
え
た
ジ
プ
シ
ー
の
目
」
と
い
う
規
定
が
追
い
打
ち

を
か
け
た
。
す
る
と
、
ま
る
で
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
は

「
白
」
だ
っ
た
一
連
の
「
記
憶
」
の
数
々
が
、い
っ
せ
い
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
「
黒
」

へ
変
わ
り
始
め
、
疑
わ
し
き
カ
ピ
ト
ゥ
の
物
語
が
で
き
あ
が
っ
た
の
だ
。

　
「
自
分
」
の
奪
還

　

お
そ
ら
く
だ
ま
さ
れ
た
の
は
読
者
だ
け
で
は
な
い
。
ほ
か
の
だ
れ
よ
り

も
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
自
身
が
、
彼
の
「
記
憶
」
と
い
う
無
意
識
の
「
だ
ま
し

の
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」

32
に
だ
ま
さ
れ
た
の
だ
。
と
な
る
と
、
カ
ピ
ト
ゥ

の
姦
通
は
、
た
と
え
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
捏
造
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
故
意
で
は
な
い
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
夫
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
最

初
か
ら
妻
カ
ピ
ト
ゥ
の
罪
を
告
発
す
る
つ
も
り
で
書
い
た
手
記
で
は
な
く
、

夫
が
自
ら
の
記
憶
を
た
ど
る
う
ち
に
そ
の
と
き
の
感
覚
が
甦
り
、
や
は
り

昔
、
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
作
っ
て
し
ま
っ
た
物
語
を
、
ふ
た
た
び
紡
ぎ

出
し
て
し
ま
う
そ
の
あ
り
さ
ま
が
綴
ら
れ
た
手
記
な
の
だ
。

　

サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
日
ご
ろ
か
ら
「
ゆ
ら
め
く
影
た
ち
」（
二
章
）
の
来

襲
を
受
け
て
い
た
よ
う
だ
が
、
も
し
か
し
た
ら
そ
の
「
影
」
と
は
、
過
去

に
下
し
た
判
断
に
対
す
る
一
抹
の
不
安
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
姦
通
を

疑
い
、
妻
子
を
追
い
出
し
た
こ
と
は
、
も
う
動
か
し
え
な
い
厳
然
た
る
事
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実
で
、
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
を
否
定
す
れ
ば
、
自
分
の
人
生
そ

の
も
の
を
覆
す
こ
と
に
な
る
。
果
た
し
て
自
分
が
し
た
こ
と
は
正
し
か
っ

た
の
か
と
。 

　

だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
自
伝
的
記
憶
を
語
っ
た
の
だ
。
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
自
伝
的
記
憶
の
重
要
な
機
能
の
一
つ
に
は
、
自
己
の
連
続
性
や
一

貫
性
を
支
え
た
り
、
望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役
立
つ
と
い
う

も
の
が
あ
る

33
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
に
と
っ
て
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
執

筆
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
己
の
心
理
療
法
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
の
記

憶
を
想
起
す
る
中
で
、
過
去
の
出
来
事
と
自
己
を
結
び
つ
け
、
ラ
イ
フ
ス

ト
ー
リ
ー
を
構
成
す
る
こ
と
で
自
己
の
一
貫
性
を
確
認
す
る
プ
ロ
セ
ス
と

な
っ
た
の
だ

34
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
の
執
筆
終
了
後
で
、
サ
ン
チ
ア

ー
ゴ
が
次
な
る
作
品
へ
の
意
欲
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
お
そ

ら
く
彼
は
そ
の
「
影
」
を
振
り
払
う
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
家
を
再
建
し
た
と
き
、
そ
こ
で
は
「
す
べ
て
が

異
様
で
、
敵
意
が
あ
っ
た
」（
百
四
十
四
章
）
と
い
う
が
、
き
っ
と
そ
れ
は
、

過
去
を
忠
実
に
再
現
し
た
家
が
「
望
ま
し
い
自
己
像
を
維
持
す
る
の
に
役

立
」
た
な
か
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
自
分
の
納
得
す
る
よ
う
な
物
語
を
作
っ

て
こ
そ
、
彼
は
マ
タ
カ
ヴ
ァ
ー
ロ
ス
の
生
家
の
再
建
で
は
取
り
戻
せ
な
か

っ
た
自
分
を
、
見
事
に
奪
還
で
き
た
の
だ
。
こ
れ
こ
そ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

ま
た
は
文
学
の
威
力
な
の
だ
ろ
う
か
。

４　
問
わ
れ
る
読
者
の
姿
勢

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
昔
は
だ
ま
さ
れ
た
読
者
が
、
今
は
だ
ま
さ
れ
な
く

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

彼
は
、
執
筆
方
針
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

さ
て
、
自
分
の
本
質
を
書
く
方
法
は
た
だ
一
つ
。
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も

す
べ
て
語
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
、
わ
た
し
は
す
る
。
思
い
出
が
少
し
ず
つ
よ

み
が
え
り
、
わ
た
し
そ
の
も
の
の
構
築
と
再
構
築
に
合
っ
て
い
く
う
ち
に
。

（
六
十
八
章
「
美
徳
は
延
期
し
よ
う
」）

　

つ
ま
り
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
は
、
記
述
に
偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、

自
分
に
と
っ
て
有
利
な
こ
と
も
不
利
な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。
た
と
え
ば

カ
ピ
ト
ゥ
と
喧
嘩
後
、
仲
直
り
し
た
と
き
の
場
面
で
は
、「
も
し
こ
の
本

に
み
ず
か
ら
の
栄
光
を
求
め
て
い
る
な
ら
ば
、
交
渉
は
わ
た
し
か
ら
持
ち

か
け
た
と
書
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
女
が
も
ち

か
け
た
」（
四
十
六
章
）
と
、
自
分
に
不
利
な
情
報
を
正
直
に
告
白
し
て
い

る
。
そ
う
や
っ
て
「
善
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
す
べ
て
語
」
ら
れ
る
う
ち

に
、
そ
れ
ら
が
「
わ
た
し
そ
の
も
の
の
構
築
と
再
構
築
」
に
合
っ
て
い
っ

た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
で
き
あ
が
っ
た
物
語
に
偏
り
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
の
再
構
築
の
プ
ロ
セ
ス
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
っ

て
、
回
想
記
の
内
容
の
せ
い
で
は
な
い
。

　

読
者
に
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
で
き
る
限
り
偏

ら
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
作
成
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
読
者
に

求
め
ら
れ
る
の
は
、
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
彼
の
物
語
を
作
っ
た
よ
う
に
、
今

度
は
自
分
で
こ
れ
を
使
い
な
が
ら
「
欠
落
部
分
を
埋
め
」（
五
十
九
章
）、「
再

構
築
」
を
し
、
自
分
の
物
語
を
作
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
と
き
に
問
わ
れ
る
の
が
読
者
の
姿
勢
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
私
た
ち
人
間
は
、
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
に
基
づ
い
て
特
定
の
ス
キ

ー
マ
と
呼
ば
れ
る
潜
在
的
な
知
識
構
造
を
獲
得
し
て
い
る
か
ら
だ
。
い
つ
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の
間
に
か
独
自
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
の
枠
組
み
を
身
に
着
け
、
こ
れ

が
見
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
、
記
憶
す
る
こ
と
、
考

え
る
こ
と
な
ど
認
知
に
影
響
を
与
え
、
規
定
す
る

35
。
そ
の
代
表
的
な
の
が

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
偏
見
だ
。
サ
ン
チ
ア
ー
ゴ
が
作
っ
た
物
語
に
彼
の
先

入
観
や
偏
見
が
反
映
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
読
者
の
物
語
に
も
、
各
自
の

ス
キ
ー
マ
が
反
映
さ
れ
る
。
こ
の
回
想
記
の
何
を
無
視
し
て
、
何
を
選
び

取
り
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
作
る
か
で
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
の
中
が
問

わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
世
の
中
で
起
こ
る
で
き
ご
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム

の
な
か
に
お
か
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
意
味
を
変
え
る

36
。
個
々
の
事
物
は
、

そ
れ
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
も
語
ら
ず
、
何
ら
か
の
物
語
に
位
置
づ
け
ら

れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
が
確
定
す
る

37
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
谷

間
の
百
合
』
や
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』、『
感
情
教
育
』

と
い
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
「
姦
通
小
説
」
を
、
十
九
世
紀
を
通
し
て
受
容
し

た
後
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
、『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
が
、
や
は
り
「
姦
通
小
説
」

と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
は
最
初
か
ら
「
姦
通
」
と
い
う
フ
レ

ー
ム
が
は
め
ら
れ
た
。
お
そ
ら
く
初
期
の
読
者
は
、
こ
の
小
説
を
そ
の
フ

レ
ー
ム
の
中
で
読
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
フ
レ
ー
ム
じ
た
い
、

そ
れ
が
置
か
れ
る
時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
も
意
味
を
変
え
る
。
し
た
が
っ

て
、「
姦
通
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
受
け
止
め
方
や
評
価
も
一
様
で
は

あ
り
え
な
い
。

　
『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
に
複
数
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
生
ま
れ
る
理
由
は

こ
こ
に
あ
る
。「
両
義
性
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
は
、
時
代
や
社

会
や
文
化
に
応
じ
て
、
複
数
の
ス
キ
ー
マ
と
輻
輳
的
な
関
係
を
結
び
、
複

数
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
生
み
出
す
。『
ド
ン
・
カ
ズ
ム
ッ
ホ
』
は
、
複
数
の

意
味
を
複
数
の
ま
ま
に
体
験
す
る
姿
勢
を
受
け
入
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
カ
ピ
ト
ゥ
の
冤
罪
」
が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
、

し
か
も
女
性
に
よ
っ
て
初
め
て
唱
え
ら
れ
た
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
こ
と

は
す
ぐ
に
見
当
が
つ
く
だ
ろ
う
。
同
時
代
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
読
者
ら
に
は
見

え
な
い
も
の
が
見
え
た
か
ら
こ
そ
、
新
し
い
物
語
が
作
ら
れ
た
の
だ
。
非

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
非
ラ
テ
ン
で
、
非
カ
ト
リ
ッ
ク
で
、
し
か
も
非
男
性
の

注
意
深
い
読
者
が
現
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
有
色
の
肌
を
し
た
貧
し
い
生
ま

れ
の
カ
ピ
ト
ゥ
は
、
出
版
か
ら
半
世
紀
以
上
を
経
て
初
め
て
弁
護
人
を
得

た
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
此
態
度
を
検
す
る
に
は
二
つ
の
も
の
ゝ
存
在
を
仮
定
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
作
家
自
身
で
、
か
り
に
之
を
我
と
名
づ
け
ま
す
。

一
つ
は
作
家
の
見
る
世
界
で
、
仮
に
之
を
非
我
と
な
づ
け
ま
す
。
是
は
常

識
の
許
す
所
で
あ
る
か
ら
、
別
に
抗
議
の
出
様
訳
が
な
い
。

　
「
常
識
の
許
す
所
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
家
が
表
現
す
る
対
象
が

「
世
の
中
」
へ
と
敷
衍
さ
れ
る
外
部
世
界
を
指
す
「
非
我
」
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
は
純
粋
に
客
観
的
に
表
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
作

家
の
「
我
」
と
い
う
主
観
を
通
過
し
た
形
で
し
か
作
品
化
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
そ
の
後
の
議
論
で
は
、「
我
」
が

い
か
に
「
非
我
」
と
し
て
の
外
部
世
界
を
捉
え
、
言
語
表
現
に
結
実
さ
せ

て
い
く
か
と
い
う
機
構
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
例
を
取
り
つ
つ
語
ら
れ

て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
議
論
が
漱
石
の
晩
年
の
境
地
と
し
て
古

く
か
ら
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
「
則
天
去
私
」
へ
と
繋
が
る
連
続
性
を
は

ら
む
こ
と
で
あ
る
。「
則
天
去
私
」
は
、
作
品
中
に
は
姿
を
現
さ
な
い
も

の
の
漱
石
自
身
が
口
に
す
る
こ
と
の
あ
っ
た
も
の
で
、
松
岡
譲
や
小
宮
豊

隆
、
森
田
草
平
、
安
部
能
成
と
い
っ
た
弟
子
筋
の
人
び
と
の
論
評
に
よ
っ

て
周
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
言
葉
だ
が
、
戦
後
の
漱
石
論
に
お
い
て
は
そ
れ

を
相
対
化
し
て
近
代
的
自
我
と
格
闘
し
た
作
家
と
し
て
漱
石
を
捉
え
る

江
藤
淳
を
は
じ
め
と
す
る
批
評
が
支
配
的
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

「
非
我
」
の
な
か
の
「
真
」
─
『
三
四
郎
』『
そ
れ
か
ら
』
の
「
空
気
」
と
「
気
分
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田
勝
二

  

１　
「
我
」
と
「
非
我
」
の
関
係

　

夏
目
漱
石
は
東
京
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
た
翌
年
の
明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）
二
月
に
お
こ
な
っ
た
講
演
「
創
作
家
の
態
度
」
で
、
職
業

作
家
と
な
っ
た
立
場
か
ら
あ
ら
た
め
て
「
創
作
家
」
す
な
わ
ち
小
説
作
者

の
あ
り
方
に
つ
い
て
自
説
を
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
の
講
演
会
は
「
時
勢
の

必
要
に
鑑
る
と
こ
ろ
あ
り
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
〇
八
・
二
・
一
一
）
と

い
う
趣
意
か
ら
東
京
朝
日
主
催
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
連
続
文
化
講

演
会
「
朝
日
講
演
会
」
の
第
一
回
を
な
す
も
の
で
、
二
月
一
五
日
に
神
田

美
土
代
町
の
青
年
会
館
で
開
か
れ
て
い
る
。
池
辺
三
山
の
趣
旨
説
明
に
つ

づ
い
て
社
内
か
ら
は
漱
石
と
杉
村
楚
人
冠
ら
三
名
が
、
社
外
か
ら
は
三
宅

雪
嶺
、
内
藤
鳴
雪
ら
三
名
が
壇
上
に
上
が
っ
て
い
る
。
字
数
に
し
て
六
万

字
を
超
え
る
漱
石
の
長
い
講
演
は
当
初
「
作
家
の
態
度
」
と
題
さ
れ
、
後

に
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に
収
載
さ
れ
た
際
に
現
行
の
表
題
に
改
め
ら
れ
た
が
、

そ
こ
で
は
表
題
の
と
お
り
「
創
作
家
」
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
小
説
作
品

を
生
み
出
し
て
い
く
か
が
主
題
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
焦
点
化

さ
れ
て
い
る
の
は
「
創
作
家
が
如
何
な
る
立
場
か
ら
、
ど
ん
な
風
に
世
の

中
を
見
る
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
そ
の
提
示
に
つ
づ
い
て
次
の
よ
う

に
語
ら
れ
て
い
る
。



38

重
き
を
低
減
さ
せ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
漱
石
の
晩
年
の
死
生
観
を
示
す
と
と
も
に
、
創

作
へ
の
意
識
も
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
軽
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
通
例
「
則
天
去
私
」
は
、
漱
石
の
娘
婿
と
な
っ
た
松
岡
譲

の
『
あ
あ
漱
石
山
房
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
）
に
、
漱
石
の
発
言
と

し
て
紹
介
さ
れ
た
「
自
分
が
自
分
が
と
い
う
所
謂
小
我
の
私
を
去
っ
て
、

も
っ
と
大
き
な
言
わ
ば
普
遍
的
な
大
我
の
命
ず
る
ま
ま
に
自
分
を
ま
か

せ
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
、
世
俗
的
な
我
執
を
離
れ
て

「
天
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
大
き
な
命
運
に
身
を
委
ね
る
姿
勢
と
し

て
眺
め
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
小
宮
豊
隆
は
「
無
我
に
な
る
べ
き
覚
悟
」
と

し
て
こ
れ
を
捉
え
て
い
た
（『
夏
目
漱
石
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
）。
し
か

し
「
則
天
去
私
」
は
こ
う
し
た
個
的
な
自
我
が
無
化
さ
れ
た
東
洋
的
な
悟

達
の
境
地
を
含
意
す
る
だ
け
で
な
く
、
創
作
の
姿
勢
に
も
援
用
さ
れ
、
西

洋
文
学
の
作
品
に
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
松
岡
の
『
漱
石
先
生
』（
岩

波
書
店
、
一
九
三
四
）
で
は
漱
石
が
「
則
天
去
私
」
の
精
神
に
即
応
す
る

文
学
作
品
と
し
て
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
『
高
慢
と
偏
見
』
や
オ

リ
ヴ
ァ
ー
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
『
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
牧
師
』
を

挙
げ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
、
江
藤
淳
は
こ
の
言
及
に
つ
い
て

「
こ
う
な
る
と
、「
則
天
去
私
」
と
い
う
言
葉
で
漱
石
が
何
を
い
お
う
と
し

て
い
た
か
は
、
か
な
り
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
来
る
」（『
決
定
版 

夏
目
漱
石
』

新
潮
社
、
一
九
七
四
）
と
訝
し
が
っ
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
こ
の
言
及
は
と
く
に
奇
妙
で
は
な
く
、
ま
た
「
則
天
去
私
」

の
精
神
に
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
高
慢
と
偏
見
』
は

一
八
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
の
田
舎
町
を
舞
台
と
し
て
、
良
縁
を
求
め
る
五

人
の
姉
妹
た
ち
と
、
こ
の
町
に
や
っ
て
き
た
資
産
家
の
独
身
青
年
や
そ
の

友
人
た
ち
と
の
交
わ
り
の
行
方
を
、
皮
肉
と
諷
刺
を
交
え
て
描
い
た
長
編

小
説
で
あ
り
、『
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
牧
師
』
は
人
生
に
お
い
て
辛

酸
を
舐
め
な
が
ら
も
寛
容
な
優
し
さ
を
も
っ
て
他
者
に
相
対
し
つ
づ
け

る
楽
天
的
な
牧
師
の
姿
を
描
い
た
や
は
り
長
編
の
作
品
で
あ
る
。
な
か
で

も
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
つ
い
て
は
、
漱
石
は
単
調
な
叙
述
な
が
ら
一
般
的
な

イ
ギ
リ
ス
人
の
生
活
の
表
層
を
巧
み
に
描
き
出
す
作
家
と
し
て
繰
り
返

し
称
揚
し
て
お
り
、
自
身
が
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
「
写
生
文
」
の
実

例
と
も
見
な
さ
れ
る
文
章
の
書
き
手
で
あ
っ
た

1
。
こ
の
作
家
が
「
則
天

去
私
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
作
者
の
技
巧
を
押
し
出
さ
ず
外
界
の

様
相
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
叙
述
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
私
」
な

い
し
「
我
」
を
無
化
し
つ
つ
「
天
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
生
の
大
き
な
枠

組
み
に
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
の
、
文
学
表
現
に
お
け
る
具
現
化
が

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
松
岡
譲
の
娘
で
あ
る
松
岡
陽
子
マ
ッ
ク
レ
イ
ン

が
的
確
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
松
岡
は
漱
石
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
作

品
を
「
則
天
去
私
」
と
関
連
づ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
言
葉
を
「
漱

石
が
晩
年
理
想
と
し
た
生
き
方
」
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、「
自
分
（
私
）

を
作
品
の
中
に
入
れ
ず
に
自
然
に
物
を
書
く
と
い
う
作
家
の
態
度
、
と
解

釈
し
て
い
い
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
孫
娘
か
ら
見
た
漱
石
』
新

潮
選
書
、
一
九
九
五
）

2
。
松
岡
譲
ら
が
「
則
天
去
私
」
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

を
結
び
つ
け
る
漱
石
の
発
言
を
聞
い
た
の
は
そ
の
晩
年
で
あ
り
、
当
時
の

彼
の
人
生
観
と
文
学
観
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
そ

れ
に
相
当
す
る
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
『
道
草
』（
一
九
一
五
）
や
『
明

暗
』（
一
九
一
六
）
に
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

松
岡
陽
子
マ
ッ
ク
レ
イ
ン
が
い
う
よ
う
に
晩
年
の
漱
石
が
先
に
指
摘
し

た
「
私
」
や
「
我
」
を
抑
え
つ
つ
外
界
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
保

持
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。
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———　感覚の組織化　———

　

そ
こ
か
ら
逆
に
い
え
ば
、
漱
石
の
「
創
作
家
」
と
し
て
の
主
眼
は
つ
ね

に
自
我
や
内
面
の
表
現
で
は
な
く
、「
非
我
」
と
し
て
の
外
部
世
界
の
描

出
に
あ
り
、
死
の
予
感
の
な
か
に
あ
っ
た
晩
年
に
お
い
て
は
そ
れ
を
捉
え

る
起
点
と
し
て
の
「
我
」
へ
の
執
着
が
一
層
低
減
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
職
業
作
家
と
し
て
歩
み
始
め
た

頃
の
講
演
で
あ
る
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
け
る
主
張
と
、
晩
年
に
私
的

に
口
に
さ
れ
て
い
た
境
地
の
間
に
は
明
確
な
連
続
性
が
あ
り
、
作
家
が
言

語
表
現
に
よ
っ
て
そ
の
「
我
」
を
刻
み
つ
け
つ
つ
も
、
主
と
な
る
の
は
あ

く
ま
で
も
そ
の
対
象
と
し
て
の
外
界
の
様
相
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
の
下

で
、
漱
石
の
創
作
の
営
み
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
構
図
は
前
年
の
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に
刊
行
さ
れ
て

い
た
漱
石
の
英
文
学
研
究
の
主
著
で
あ
る
『
文
学
論
』
の
議
論
と
も
重
ね

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

漱
石
が
一
高
と
東
京
帝
大
を
辞
し
て
作
家
専
業
と
な
っ
た
明
治
四
〇

年
か
ら
一
、二
年
の
間
は
、
そ
の
同
一
性
が
〈
作
家
〉
と
〈
学
者
〉
の
間

で
揺
ら
い
で
い
た
時
期
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
こ
の
時
期
に
は
新
聞
紙
面

に
よ
っ
て
小
説
作
品
が
世
に
送
ら
れ
る
と
同
時
に
、
職
業
と
し
て
の
〈
学

者
〉
で
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
営
為
が
著
述
と
し
て
結
実

し
て
い
っ
た
。
帝
大
で
の
英
文
学
講
義
を
聴
講
学
生
で
あ
っ
た
中
川
芳
太

郎
が
筆
記
し
た
も
の
を
大
幅
に
書
き
改
め
た
『
文
学
論
』
が
大
倉
書
店
か

ら
上
梓
さ
れ
た
の
は
東
京
朝
日
に
入
社
し
た
翌
月
の
明
治
四
〇
年
五
月

で
あ
り
、
二
年
後
の
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
三
月
に
は
一
八
世
紀
英

文
学
を
論
じ
た
『
文
学
評
論
』
が
春
陽
堂
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
前
者
が

英
文
学
作
品
の
表
現
を
素
材
と
し
つ
つ
、
文
学
表
現
の
基
本
的
理
念
と
そ

の
基
底
を
な
す
人
間
の
意
識
的
営
為
の
機
構
を
探
る
性
格
を
も
つ
の
に

対
し
て
、
後
者
は
ア
デ
ィ
ソ
ン
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
、
ポ
ー
プ
、
デ
フ
ォ
ー
ら

一
八
世
紀
文
学
の
作
者
た
ち
を
対
象
と
し
て
、
彼
ら
が
同
時
代
の
イ
ギ
リ

ス
の
社
会
と
人
間
を
い
か
に
捉
え
た
か
を
作
家
論
的
に
語
っ
て
い
く
内

容
を
中
心
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
我
」
に
よ
っ
て
「
非
我
」
を
描
く

と
い
う
漱
石
の
創
作
理
念
と
合
致
し
た
内
容
を
も
ち
、
図
式
的
な
分
け
方

を
す
れ
ば
『
文
学
論
』
で
は
主
体
と
し
て
の
「
我
」
の
構
造
に
、『
文
学

評
論
』
で
は
対
象
と
し
て
の
「
非
我
」
の
様
相
に
重
き
が
置
か
れ
た
議
論

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
『
文
学
論
』
の
議
論
の
基
本
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
観
念
的
焦
点
で
あ

る
「
F
」
と
情
緒
的
要
素
で
あ
る
「
f

」
の
和
と
し
て
の
「
F
＋
f

」
が

文
学
表
現
の
条
件
を
な
す
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
図
式
が

い
か
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
、
主
に
英
文
学
の
作
品
に

用
例
を
取
り
つ
つ
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
も
指
摘
し
た
よ

う
に
こ
の
著
作
は
イ
ギ
リ
ス
留
学
中
に
書
き
溜
め
ら
れ
た
哲
学
的
、
文
化

論
的
考
察
を
、
東
京
帝
大
で
の
英
文
学
講
義
の
た
め
に
書
き
直
し
た
も
の

で
あ
り
、
論
理
の
構
築
や
用
語
の
概
念
が
か
な
り
錯
雑
と
し
た
様
相
を
呈

し
て
い
る
。「
文
学
論
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
意
識
の
時

間
的
変
容
に
議
論
が
集
中
す
る
部
分
が
少
な
く
な
く
、
F
と
f

の
含
意
も

一
定
し
て
い
な
い
。「
凡
そ
文
学
的
内
容
の
形
式
は
（F

＋f

）
な
る
こ
と

を
要
す
」
と
い
う
冒
頭
の
規
定
か
ら
逸
脱
し
て
、
多
く
の
箇
所
で
そ
れ
ら

は
〈
普
遍
的
関
心
〉
と
〈
個
人
的
関
心
〉
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、『
文

学
論
ノ
ー
ト
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
も
と
も
と
の
考
察
に
お
い
て

は
む
し
ろ
そ
う
し
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
比
重
の
方
が
高
い
の
で
あ

る
。

　
「
F
＋
f

」
の
規
定
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
第
一
編
第
一
章
の
「
文
学

的
内
容
の
形
式
」
に
お
い
て
も
、す
で
に
Ｆ
の
内
実
と
し
て
「
冒
険
」「
恋

愛
」「
金
銭
」
と
い
っ
た
個
人
的
関
心
か
ら
「
攘
夷
、佐
幕
、勤
王
」
と
い
っ
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た
時
代
的
潮
流
ま
で
幅
広
い
対
象
が
挙
げ
ら
れ
、「
花
、
星
等
の
観
念
」

と
い
う
冒
頭
の
例
示
か
ら
の
逸
脱
を
示
し
て
い
る
。
本
来
「
F
＋
f

」
と

し
て
の
表
現
は
、「
花
、
星
」
の
よ
う
な
自
然
の
事
物
を
詩
人
が
独
自
の

表
現
に
よ
っ
て
彩
り
つ
つ
作
品
と
し
て
結
実
さ
せ
る
よ
う
な
事
例
を
指

し
て
い
る
。
漱
石
が
愛
好
し
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
の
叙
述
を
一
例
に
取

れ
ば
「The ground w

as hard as iron, the frost still rigorous

」（「
地
面

は
鉄
の
よ
う
に
堅
く
、
冷
気
は
ま
だ
厳
し
か
っ
た
」『
ジ
ョ
ン
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
の

不
運
』）
と
い
っ
た
「
F
＋
f

」
の
表
現
に
よ
っ
て
、
凍
て
つ
い
た
冬
の

光
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
自
然
の
事
物
か
ら
時
代
社
会
的
な
出
来
事
、
潮
流
に
至
る

ま
で
Ｆ
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
の
軸
を
な
す
思
想
的

考
察
を
文
学
表
現
に
振
り
向
け
た
こ
と
に
加
え
て
、
や
は
り
漱
石
の
表

現
者
と
し
て
の
関
心
の
広
さ
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
出
発
時
に
お

い
て
は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
一
九
〇
五
～
〇
六
）
や
『
坊
つ
ち
や
ん
』

（
一
九
〇
六
）
の
よ
う
な
社
会
諷
刺
的
な
作
品
を
書
き
継
ぐ
一
方
で
、『
倫

敦
塔
』（
一
九
〇
五
）『
幻
影
の
盾
』（
一
九
〇
五
）
や
『
草
枕
』（
一
九
〇
六
）

の
よ
う
な
夢
幻
的
な
趣
き
の
中
短
編
群
を
送
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

F
の
含
意
の
揺
れ
も
漱
石
が
現
実
的
な
世
界
と
詩
的
な
世
界
の
両
方
に

生
き
う
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ

ン
の
文
例
が
含
ま
れ
る
章
の
表
題
が
「
f

に
伴
う
幻
惑
」
で
あ
る
よ
う

に
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
表
現
の
対
象
で
あ
る
Ｆ
は
ｆ
の
感
性
的
修
辞
に

よ
っ
て
作
者
個
人
の
色
合
い
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
創
作

家
の
態
度
」
に
お
け
る
「
非
我
」
と
「
我
」
の
関
係
に
照
応
し
て
い
る
。

い
い
か
え
れ
ば
漱
石
の
理
念
の
な
か
で
は
修
辞
の
主
体
と
し
て
の
〈
我
―

f
〉
は
あ
く
ま
で
も
〈
非
我
―
F
〉
を
言
語
化
す
る
た
め
の
装
置
に
ほ
か

な
ら
ず
、
比
重
は
後
者
に
か
け
ら
れ
て
い
る
。『
文
学
論
』
に
お
い
て
も
、

第
五
編
全
体
の
表
題
が
「
集
合
的
F
」
で
あ
る
よ
う
に
、
Ｆ
に
関
す
る
議

論
が
著
書
の
大
勢
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　
気
分
に
よ
る
相
互
浸
透

　

見
逃
せ
な
い
の
は
、『
文
学
論
』
に
お
け
る
Ｆ
が
基
本
的
に
外
部
世
界

に
存
在
す
る
普
遍
的
、
一
般
的
な
事
物
や
事
象
を
指
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
一
方
で
は
前
節
で
挙
げ
た
よ
う
な
個
人
的
関
心
に
適
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
に
取
ら
れ
て
い
る「
冒
険
」や「
恋
愛
」に
し
て
も
、

外
界
の
自
然
や
他
者
が
相
手
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
れ
自
体
は
個
人
の
精

神
性
に
発
す
る
行
為
で
あ
り
、
む
し
ろ
f

の
地
平
に
置
か
れ
る
事
例
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
花
、
星
等
」
が
Ｆ
の
端
的
な
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
冒
頭
の
定
義
と
矛
盾
を
き
た
す
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

そ
れ
が
漱
石
に
と
っ
て
は
自
然
な
展
開
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

F
と
f

の
間
に
反
転
的
な
関
係
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
情

緒
的
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
ｆ
は
、
い
い
か
え
れ
ば
人
間
の
感
情

的
作
用
の
表
出
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
外
界
の
事
物
や
事
象

を
受
容
す
る
過
程
に
現
れ
る
営
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
時
f

は
F
の
浸

透
を
蒙
り
、
F
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
満
開
の

桜
の
美
し
さ
に
感
動
す
る
の
は
個
人
的
感
慨
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
そ
の
場
に
い
た
人
び
と
と
共
有
し
う
る
感
慨
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
普
遍

化
し
た
時
に
は
〈
桜
の
美
し
さ
〉
は
f

と
い
う
よ
り
も
F
の
領
域
に
置
か

れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
〈
桜
の
美
し
さ
〉
は
は
る
か
往
古
に
概
念

化
さ
れ
た
F
で
あ
り
、
そ
の
F
を
内
在
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
個
人
的
感

慨
と
し
て
の
f

を
導
き
出
す
前
提
と
し
て
働
い
て
も
い
る
。
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こ
う
し
た
内
面
と
外
界
の
相
互
浸
透
は
「
冒
険
」
や
「
恋
愛
」
に
お
い

て
も
当
然
成
り
立
ち
、
さ
ら
に
時
代
社
会
的
な
事
象
に
お
い
て
は
F
と
f

の
反
転
性
が
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
た
と
え
ば
あ
る
政
治
的
体
制
に
対
し
て

肯
定
の
姿
勢
を
示
す
か
、
否
定
の
意
志
を
示
す
か
の
個
人
の
選
択
は
、
い

ず
れ
に
し
て
も
何
ら
か
の
潮
流
へ
の
参
与
と
い
う
形
を
取
る
た
め
に
、
そ

こ
で
は
個
人
の
f

は
集
合
的
な
F
の
一
単
位
を
な
す
こ
と
に
な
る
。「
文

学
的
形
式
の
内
容
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
攘
夷
、
佐
幕
、
勤
王
」
は
そ

の
代
表
的
な
一
例
だ
が
、『
文
学
論
ノ
ー
ト
』
で
は
「F

＝n

・f

」
と
い

う
等
式
が
は
っ
き
り
と
書
き
付
け
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
相
互
浸
透
的
な
関
係
は
、
時
代
の
あ
る
地
点
に
お
い
て
共
時

的
に
生
起
す
る
だ
け
で
な
く
、
時
間
的
推
移
の
次
元
に
お
い
て
も
成
り
立

つ
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
や
モ
ー
ガ
ン
の
理
論
の
影
響
下
で
、
漱

石
は
人
間
の
意
識
的
な
焦
点
が
時
間
の
推
移
に
つ
れ
て
波
が
動
く
よ
う

に
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
よ
く
了
解
し
て
お
り
、『
文
学
論
』
の
「
文
学

的
形
式
の
内
容
」
の
章
で
も
そ
の
議
論
が
姿
を
現
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

意
識
的
焦
点
つ
ま
り
F
の
時
間
的
変
容
は
集
合
的
な
次
元
で
も
当
然
生

起
す
る
の
で
あ
り
、第
五
編
第
五
章
の
「
原
則
の
応
用
（
三
）」
で
は
「
男

女
の
愛
」
の
う
つ
ろ
い
や
す
さ
と
い
う
例
を
示
し
た
後
に
、「
歴
史
」
に

話
題
を
移
し
て
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
も
た
ら
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
決
し
て
突
然
出
現
し
た
事
象
で
は
な
く
、
民
衆
は
「
五
十
年
前
既
に
貴

族
の
面
上
に
無
形
の
唾
を
吐
き
、
三
十
年
前
権
責
の
背
を
心
中
に
打
ち
、

十
年
前
脳
裏
の
断
頭
台
に
王
者
の
首
を
刎
ね
る
た
る
や
も
知
る
可
か
ら

ず
。
仏
国
革
命
は
有
史
以
来
の
絶
大
反
動
に
し
て
、
又
有
史
以
来
の
漸
移

的
運
動
な
ら
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
前
代
未

聞
の
大
革
命
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
一
面
で
は
あ
く
ま
で
も
「
漸
移
的

運
動
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
さ
れ
る
胚
珠
が
民
衆
の
間
に
十
分

醸
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
こ
こ
で
は
そ
う
語
ら
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
王
制
に
対
す
る
反
撥
は
も
ち
ろ
ん
個
々
の
人
民
に
分
有
さ
れ

た
感
情
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
束
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
革
命
に
至
る
民

衆
の
う
ね
り
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
入
れ
子
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。

　

漱
石
の
作
品
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
、
主
人
公
を
同
時
代
の
日
本
の
雛

形
と
し
、
彼
を
作
中
の
人
間
関
係
の
な
か
で
動
か
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
物
語
を
構
築
し
つ
つ
、
そ
こ
に
日
本
と
他
国
の
関
係
を
透
か
し
見
せ
る

と
い
う
手
法
は
、
こ
う
し
た
論
理
の
な
か
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
人

間
は
外
界
の
事
物
や
事
象
に
浸
透
さ
れ
や
す
い
存
在
で
あ
り
、
し
か
も

そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
次
元
で
お
こ
な
わ
れ
る
機
構
を
漱
石
が
「
暗

示
」（Suggestion

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、
そ
れ
に
対
し
て
詳
細
な
論

及
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
も
論
じ
て
い
る
。『
文
学
論
』

第
五
編
第
二
章
の
「
意
識
推
移
の
原
則
」
で
は
、
F
が
F'
に
移
行
す
る
に

は
、
F
に
即
応
す
る
意
識
状
態
で
あ
る
C
が
外
界
か
ら
の
刺
激
で
あ
る
S

を
受
け
て
C
に
変
容
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
明
確
な
形

を
結
ば
な
い
中
間
的
な
Ⓕ
も
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る
。
漱
石
自
身
の
歩
み
に
お
い
て
は
、
漢
文
学
と
い
う
当
初
の
F
は
西

洋
志
向
と
い
う
社
会
の
S
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
英
文
学
と
い
う
F'

へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
一
時
的
な
建
築
家
志
望

と
い
う
Ⓕ
も
生
み
だ
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

明
ら
か
な
こ
と
は
、
漱
石
に
と
っ
て
は
人
間
の
自
我
は
あ
く
ま
で
も
外

界
の
事
物
や
事
象
か
ら
何
ら
か
の
刺
激
を
蒙
り
、
そ
れ
が
暗
示
と
し
て
意

識
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
、
外
界

と
の
交
渉
な
し
に
確
立
さ
れ
て
い
く
自
我
と
い
う
観
念
は
抱
か
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
経
験
論
的
な
自
我
観
で
あ
り
、『
文
学
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評
論
』
第
二
編
の
「
十
八
世
紀
に
於
け
る
英
国
の
哲
学
」
で
は
そ
の
代
表

的
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
主
著
『
人
性
論
』
の
要
諦
が
次

の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
の
説
に
よ
る
と
、吾
人
が
平
生
「
我イ

ゴ
ー」

と
名
づ
け
つ
ゝ
あ
る
実
体
は
、

丸
で
幻
影
の
様
な
も
の
で
、
決
し
て
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
さ
う

で
あ
る
。
吾
人
の
知
る
所
は
只
印
象
と
観
念
の
連
続
に
過
ぎ
な
い
。
た
ゞ

此
印
象
や
観
念
の
同
種
類
が
何
遍
と
な
く
起
つ
て
来
る
の
で
、
修
練
の
結

果
と
し
て
、
此
等
の
錯
雑
紛
糾
す
る
も
の
を
纏
め
得
る
為
め
に
、
遂
に
渾

成
統
一
の
境

き
ょ
う

界が
い

に
達
す
る
の
で
あ
る
。

　

漱
石
が
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
思
想
に
お
い
て

は
人
間
の
観
念
は
決
し
て
天
与
の
も
の
で
は
な
く
、
内
面
化
さ
れ
た
知
覚

作
用
の
習
慣
的
な
堆
積
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
ず
、
倫
理
観
さ
え
も
共
同
体

の
他
者
と
の
共
感
と
い
う
感
情
作
用
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
漱

石
は
こ
う
し
た
「
神
と
か
不
滅
と
か
を
口
に
す
る
の
は
不
法
で
あ
る
」
と

す
る
ヒ
ュ
ー
ム
の
姿
勢
を
「
懐
疑
派
」
と
位
置
づ
け
つ
つ
、「
こ
ん
な
方

面
か
ら
物
を
見
、
物
を
考
へ
て
煎
じ
詰
め
て
行
く
と
、
矢
張
り
ヒ
ュ
ー
ム

の
様
な
結
論
に
達
し
は
せ
ぬ
だ
ら
う
か
」
と
い
う
同
意
を
表
明
し
て
い

る
。
そ
れ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
外
界
の
刺
激
を
受
け
取
り
つ
つ
営
ま
れ

る
意
識
作
用
の
結
果
、
自
我
の
支
え
と
な
る
価
値
や
関
心
す
な
わ
ち
Ｆ
が

形
成
さ
れ
る
と
い
う
漱
石
の
論
理
は
、
明
確
に
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
自
我
観

と
の
重
な
り
を
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
漱
石
が
ヒ
ュ
ー
ム
以
上
に
影
響
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー

ム
ズ
の
思
想
は
ヒ
ュ
ー
ム
的
な
経
験
論
哲
学
の
末
流
で
あ
り
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ズ
ム
（
実
際
主
義
、
道
具
主
義
）
の
代
表
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ

こ
で
は
人
間
の
自
己
（Self

）
が
あ
く
ま
で
も
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す

る
の
で
は
な
く
、「
も
っ
と
も
広
義
に
お
い
て
は
人
が
自
分
に
属
す
る
と

い
い
う
る
す
べ
て
の
も
の
の
総
和
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
身
体
や
心
的
な

力
の
み
な
ら
ず
家
、
家
族
、
祖
先
、
友
人
や
自
身
の
名
声
や
仕
事
、
さ
ら

に
は
所
有
す
る
土
地
や
馬
、
ヨ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る

（『
心
理
学
の
諸
原
理
』

3
）。
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
理
論
で
は
人
間
の
自
己
は
底

辺
に
肉
体
的
自
己
を
、
頂
上
に
精
神
的
自
己
を
も
ち
、
そ
の
間
を
種
々
の

社
会
的
自
己
が
埋
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
が
、
自

身
の
心
的
傾
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
精
神
的
自
己
さ
え
も
、
意
識
の
内
奥

と
し
て
想
定
さ
れ
る
自
我
（Ego

）
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
る
外
部
性
を

も
ち
、
一
方
そ
の
自
我
は
必
ず
し
も
永
続
不
変
の
起
点
で
は
な
い
。
そ
の

自
我
自
体
が
物
質
性
を
帯
び
た
自
己
の
取
り
込
み
に
よ
っ
て
変
容
を
蒙

る
か
ら
で
あ
り
、
絶
え
間
な
く
更
新
さ
れ
る
過
去
を
意
識
す
る
主
体
の
連

続
性
と
い
っ
た
次
元
で
し
か
主
体
的
な
自
我
は
仮
構
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。

　

漱
石
の
自
我
観
と
そ
れ
に
基
づ
く
文
学
理
論
は
、
こ
う
し
た
ヒ
ュ
ー
ム

的
な
経
験
論
や
ジ
ェ
ー
ム
ズ
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
下
に
構

築
さ
れ
て
お
り
、〈
f

―
我
〉
と
〈
F
―
非
我
〉
の
間
に
反
転
的
な
関
係

が
想
定
さ
れ
る
の
も
、
結
局
前
者
が
後
者
の
浸
透
的
受
容
の
結
果
と
し
て

も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
重
要
な
の
は
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お

い
て
、
両
者
を
相
互
浸
透
さ
せ
る
契
機
と
し
て
「
気
分
」
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
象
徴
的
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の
と
し
て

の
気
分
に
言
及
さ
れ
、
自
身
の
気
分
に
即
応
し
た
対
象
を
「
客
観
的
な
る

非
我
の
世
界
」
に
見
出
そ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
を
喚
起
す
る
象
徴
を
用
い

ざ
る
を
え
な
い
と
さ
れ
る
。
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要
す
る
に
象
徴
と
し
て
使
ふ
も
の
は
非
我
の
世
界
中
の
も
の
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
其
暗
示
す
る
所
は　

自
己
0

0

の
気
分
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
お0

れ0

の
気
分
で
あ
つ
て
、
非
常
に
厳
密
に
言
ふ
と
他
人
の
気
分
で
は
な
い
、

外
物
の
気
分
で
は
無
論
な
い
。（
傍
点
原
文
）

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
象
徴
表
現
が
曖
昧
な
気
分
を
外
在
化
す
る
手
立

て
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
具
体
的
な
例
が
取

ら
れ
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
〈
熱
い
炎
〉
と
〈
暗
い
闇
〉
は
と
も
に
人

間
の
内
面
を
仮
託
し
た
象
徴
的
な
い
し
比
喩
的
表
現
と
し
て
あ
り
う
る

が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
も
の
が
主
体
の
対
照
的
な
気
分
で
あ
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
象
徴
や
比
喩
を
使
う
こ
と
で
自
身

の
気
分
を
外
在
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
こ
の
場

合
〈
炎
〉
や
〈
闇
〉
は
外
在
物
す
な
わ
ち
「
非
我
」
で
あ
り
な
が
ら
「
我
」

の
等
価
物
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

気
分
の
本
質
を
探
究
し
た
オ
ッ
ト
ー
・
ボ
ル
ノ
ウ
は
、
気
分
を
明
確
な

外
的
対
象
を
も
た
な
い
内
的
様
態
と
し
て
、
外
部
世
界
へ
の
志
向
性
の
明

瞭
な
感
情
と
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
典
型
が
「
不
安
」
で
あ
り
、
喜
び
や

希
望
が
具
体
的
な
照
応
物
を
も
つ
感
情
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
不
安
は
む

し
ろ
あ
る
状
況
に
置
か
れ
た
自
己
が
そ
の
欠
如
を
、い
い
か
え
れ
ば
「
無
」

を
漠
然
と
感
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

「
無
」
は
自
分
が
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
満
た
し
て
い
な
い
と
い
う
認
識
に

根
付
い
て
お
り
、
不
安
は
人
間
を
そ
の
非
本
来
性
の
状
態
か
ら
救
い
出

し
、
本
来
の
自
己
を
取
り
戻
す
契
機
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
（『
気
分
の
本

質
』）

4
。

　

ボ
ル
ノ
ウ
の
理
論
は
人
間
を
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
捉
え
、
人
間
は

気
分
を
通
し
て
こ
そ
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
自
己
の
あ
り
方
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
理
論
を
強
く
踏
ま
え
、
そ
の
引
用

が
頻
繁
に
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
察
が
も
っ
ぱ
ら
不
安
に

限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ボ
ル
ノ
ウ
は
喜
び
や
悲
し
み
、
陶
酔
や

恍
惚
と
い
っ
た
多
彩
な
気
分
的
状
態
を
例
に
取
り
つ
つ
よ
り
多
角
的
な

次
元
で
探
求
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
方
向
性
の
明
確
な
感
情
と
差

別
化
さ
れ
る
そ
の
曖
昧
な
志
向
性
が
、
人
間
が
自
身
の
置
か
れ
た
状
況
を

身
体
的
に
感
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で

は
両
者
は
共
通
し
て
い
る
。
気
分
が
、
人
間
が
「
世
界
内
存
在
」
で
あ
る

こ
と
を
気
づ
か
せ
る
契
機
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
人
間
と
外
界
を
結
ぶ
機

縁
だ
か
ら
で
あ
り
、
個
人
の
気
分
が
多
く
の
場
合
外
界
に
流
れ
て
い
る
あ

る
色
合
い
を
も
っ
た
空
気
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い

る
と
い
う
の
は
常
識
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
自
身
が
気
分
と
い
う
言
葉
を
講
演
で
用
い
て
い
る
背
後
に
は
、
直

接
的
に
は
当
時
森
鴎
外
や
島
村
抱
月
ら
の
紹
介
に
よ
っ
て
反
響
の
あ
っ

た
リ
ッ
プ
ス
や
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
ら
の
感
情
移
入
美
学
の
取
り
込
み
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
半
ば
か
ら
日
本
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
の
理
論
に
お
い
て
も
、
自
己
は
美
的
な
対
象
に
移
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
他
の
境
界
を
曖
昧
に
し
た
情
調
や
気
分
の
な
か
に
生
き
る
と
さ
れ

て
い
る

5
。
い
ず
れ
に
し
て
も
気
分
が
自
己
と
外
界
を
結
び
つ
け
、
重
ね

合
わ
せ
る
契
機
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
形
象
化
し
た
象
徴
や
比
喩
は

お
の
ず
と
ひ
と
つ
の
状
況
下
に
お
け
る
〈
f

―
我
〉
と
〈
F
―
非
我
〉
を

統
合
す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

３　
自
然
主
義
と
の
関
係
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「
創
作
家
の
態
度
」
で
漱
石
が
挙
げ
て
い
る
、気
分
を
仮
託
さ
れ
た
「
象

徴
」
は
、
単
に
叙
述
中
に
現
れ
る
個
別
の
表
現
を
指
す
に
と
ど
ま
ら
な
い

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
文
芸
や
芸
術
の
作
品
そ
の
も
の
が
人
間

精
神
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
作
者
と
時
代
社
会
に
共
有
さ
れ
る
気
分

が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
漱
石
の
作
品
自
体
が
そ
の
代
表
的
な
例
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
こ
に
は
日
露
戦
争
時
か
ら
そ
の
後
の

日
本
社
会
を
生
き
る
作
者
の
気
分
が
動
機
と
し
て
作
動
し
て
い
る
と
と

も
に
、
そ
れ
が
託
さ
れ
た
主
人
公
を
中
心
と
す
る
登
場
者
た
ち
の
行
動
や

内
面
に
は
、
同
時
代
の
日
本
社
会
を
流
れ
る
気
分
が
写
し
出
さ
れ
て
い

た
。
た
と
え
ば
『
坊
つ
ち
や
ん
』（
一
九
〇
六
）
の
「
お
れ
」
の
威
勢
の

良
さ
に
は
日
露
戦
争
の
戦
勝
後
の
昂
揚
感
が
浸
透
し
て
い
る
と
同
時
に
、

彼
の
分
身
的
存
在
で
あ
る
う
ら
な
り
の
ひ
弱
さ
は
、
外
交
面
で
西
洋
世
界

に
対
等
に
渡
り
合
え
な
い
日
本
の
無
力
感
を
象
徴
し
て
も
い
た
。
あ
る
い

は
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
一
九
〇
五
～
〇
六
）
の
苦
沙
弥
先
生
の
偏
屈
さ

が
、
彼
が
対
立
し
て
い
る
金
田
一
党
に
代
表
さ
れ
る
功
利
主
義
を
嫌
悪
す

る
作
者
の
気
分
の
具
現
化
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
の
生
活
者
と
し
て
の
卑

小
さ
は
そ
の
功
利
主
義
の
支
配
力
の
大
き
さ
を
ほ
の
め
か
し
て
も
い
た

の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
描
き
方
は
と
り
も
な
お
さ
ず
時
代
的
な
気
分
の
形
象
化
を

通
し
た
作
者
の
外
部
世
界
へ
の
把
握
、
認
識
の
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
我
」
に
よ
っ
て
「
非
我
」
を
描
く
と
い
う
漱
石
の
理
念
は
、
い
い
か
え

れ
ば
気
分
に
よ
っ
て
両
者
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
様
相
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
真
」
を
描
く
と
い
う
も
う
ひ
と
つ

の
理
念
と
の
連
携
が
生
ま
れ
て
く
る
。
東
京
朝
日
入
社
直
後
に
お
こ
な
わ

れ
た
講
演
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」（
一
九
〇
七
）
で
は
、
漱
石
は
人
間

が
意
識
的
営
為
の
分
化
の
過
程
で
活
動
の
領
域
に
応
じ
た
種
々
の
理
想

を
生
じ
さ
せ
て
い
く
と
い
う
前
提
を
語
っ
た
後
に
、「
現
代
文
芸
の
理
想

が
美
に
も
あ
ら
ず
、
善
に
も
あ
ら
ず
又
荘
厳
に
も
あ
ら
ざ
る
以
上
は
、
其

理
想
は
真
の
一
字
に
あ
る
に
相
違
な
い
」
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
の
文
芸

に
お
け
る
「
真
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
漱
石
は
人
生
の
機
微
を
ア
イ
ロ

ニ
カ
ル
に
摘
出
し
た
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
や
ゾ
ラ
の
作
品
を
引
き
合
い
に
出

し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
「
探
偵
と
同
様
に
下
品
な
気
持
ち
が
し
ま

す
」
と
否
定
的
な
評
価
を
与
え
、
美
や
道
徳
と
い
っ
た
他
の
理
想
と
連
携

し
つ
つ
社
会
に
対
す
る
「
感
化
力
」
を
も
つ
よ
う
な
作
品
に
こ
そ
本
当
の

「
真
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

　
「
創
作
家
の
態
度
」
で
も
や
は
り
「
真
」
を
描
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
、「
真

を
目
的
と
す
る
以
上
は
、
真
を
回
避
す
る
の
は
卑
怯
で
あ
り
ま
す
。
露
骨

に
書
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
る
一
方
で
、
作
者
の
主
観
が
よ
り

強
く
押
し
出
さ
れ
た
「
善
、
美
、
壮
を
叙
し
て
之
に
対
す
る
情
操
を
維
持

し
も
し
く
は
助
長
す
る
文
学
」
も
、
ひ
と
つ
の
文
学
の
あ
り
方
と
し
て
肯

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
漱
石
自
身
が
こ
こ
で
示
し
て
い
る
、
創
作
に
お

け
る
「
非
我
」
と
「
我
」
の
二
極
性
と
照
応
し
た
分
類
で
あ
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
文
学
作
品
に
込
め
ら
れ
た
「
真
」
が
「
非
我
」
つ
ま
り
所
与
の

現
実
世
界
の
あ
る
が
ま
ま
の
様
相
を
指
す
の
に
対
し
て
、「
善
、
美
、
壮
」

と
い
っ
た
他
の
理
想
な
い
し
価
値
は
、
そ
れ
を
読
者
に
訴
え
か
け
る
た
め

の
修
辞
に
よ
る
所
産
で
あ
り
、
そ
の
技
法
に
作
者
の
「
我
」
が
現
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
議
論
か
ら
も
、
こ
の
講
演
に
お
け
る
「
非
我
」
と
「
我
」
の

互
い
を
支
え
合
う
対
照
性
が
、『
文
学
論
』
で
の
「
F
＋
f

」
の
理
念
を

創
作
行
為
の
地
平
で
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

見
逃
せ
な
い
の
は
「
創
作
家
の
態
度
」
で
こ
の
二
種
の
文
芸
の
あ
り
方
に

「
自
然
派
」
と
「
浪
漫
派
」
と
い
う
、
日
本
で
営
ま
れ
て
い
た
文
学
的
な
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流
派
の
対
比
が
照
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
の
構
図
に
お
い
て
は

「
非
我
」
の
世
界
に
お
け
る
「
真
」
の
描
出
を
重
ん
じ
る
漱
石
は
「
自
然
派
」

に
属
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
通
念
的
に
は
反
自
然
主
義
の
立
場
を

取
っ
た
と
見
ら
れ
が
ち
な
漱
石
だ
が
、
現
実
の
あ
り
の
ま
ま
を
直
視
し
よ

う
と
す
る
自
然
主
義
の
方
法
に
対
し
て
決
し
て
否
定
的
で
は
な
く
、
む
し

ろ
理
念
的
に
は
そ
の
近
傍
に
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
同
時
期
の

談
話
「『
坑
夫
』
の
作
為
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」（
一
九
〇
八
）
で
は

次
の
よ
う
に
自
然
主
義
へ
の
共
感
が
語
ら
れ
て
い
る
。

自
然
主
義
の
議
論
も
色
々
出
た
。
解
釈
も
さ
ま
〴
〵
あ
る
。
私
も
一
々
見

た
ん
で
は
な
い
が
、
見
た
限
り
ぢ
や
何い

ず

れ
も
面
白
い
。
所
で
世
間
で
は
私

を
自
然
派
と
目
し
て
居
ら
ん
。
自
然
主
義
を
主
張
す
る
人
は
、
間
接
に
私

を
攻
撃
し
て
居
る
様
に
外
見
上
見
え
る
。
こ
の
意
味
か
ら
云
へ
ば
私
は
夙

と
っ
く

に
弁
じ
て
居
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
だ
。け
れ
ど
も
今
迄
何
に
も
云
は
な
い
。

云
へ
な
ん
だ
の
か
も
知
ら
ん
が
、
ま
ア
云
は
な
ん
だ
方
だ
。
何
と
な
れ
ば

私
は
自
然
派
が
嫌
ひ
ぢ
や
な
い
。
そ
の
派
の
小
説
も
面
白
い
と
思
ふ
。
私

の
作
物
は
自
然
派
の
小
説
と
或
る
意
味
で
は
違
ふ
か
も
知
ら
ん
が
、
さ
れ

ば
と
て
自
然
派
攻
撃
を
や
る
必
要
は
少
し
も
認
め
ん
。

　
「
創
作
家
の
態
度
」
で
も
「
自
然
派
」
と
「
浪
漫
派
」
の
「
双
方
共
大

切
な
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
語
ら
れ
、「
名
前
こ
そ
両
種
で
あ
り
ま
す
か

ら
自
然
派
と
浪
漫
派
と
対
立
さ
せ
て
、
塁
を
堅
ふ
し
濠
を
深
か
う
し
て
睨

み
合
つ
て
る
様
に
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
其
実
敵
対
さ
せ
る
事
の
出
来
る

の
は
名
前
丈
で
、
内
容
は
双
方
共
に
往
つ
た
り
来
た
り
大
分
入
り
乱
れ
居

り
ま
す
」
と
、
両
者
の
間
に
相
互
の
重
な
り
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
半
ば
は
自
身
の
作
品
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
漱
石
の
作

品
自
体
が
両
面
を
備
え
る
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
理
論

的
な
言
説
も
そ
の
二
面
性
を
跡
付
け
て
い
た
。
実
際
「
真
」
の
表
出
を
重

ん
じ
る
漱
石
の
姿
勢
は
、
同
時
代
の
自
然
主
義
と
基
本
的
な
同
調
を
示
し

て
い
る
。
前
節
で
感
情
移
入
美
学
の
紹
介
者
と
し
て
言
及
し
た
島
村
抱
月

は
自
然
主
義
の
代
表
的
な
理
論
家
で
も
あ
っ
た
が
、「
文
芸
の
自
然
主
義
」

（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
・
一
）
で
写
実
主
義
や
理
想
主
義
と
対
比
さ
せ

つ
つ
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

　
写
実
主
義
は
現
実
を
写
す
を
目
的
と
す
る
と
い
ひ
理
想
主
義
は
理
想
を

写
す
を
目
的
と
す
る
と
い
ふ
。
然
る
に
自
然
主
義
は
ひ
と
り
真
（Truth

）

を
写
す
と
い
ふ
。
真
と
い
ふ
語
は
自
然
主
義
の
生
命
で
あ
り
モ
ッ
ト
ー
で

あ
る
。
自
然
主
義
か
ら
言
は
す
れ
ば
、
理
想
と
い
ひ
現
実
と
い
ふ
語
は
ま

だ
浅
い
、第
二
義
の
役
に
し
か
立
た
ぬ
。
な
ま
な
か
理
想
と
い
ふ
が
為
に
、

狭
隘
な
個
人
の
選
択
技
巧
を
自
然
に
加
へ
て
、
厭
悪
軽
蔑
の
念
を
生
ぜ
し

め
る
。
な
ま
な
か
現
実
と
い
ふ
が
為
に
、
外
形
に
拘
泥
し
て
深
奥
な
自
然

の
味
に
触
れ
得
な
い
。
此
等
の
上
に
立
つ
て
、
第
一
義
の
標
的
と
な
る
も

の
は
真
に
外
な
ら
ぬ
。
文
芸
の
目
的
は
真
を
写
す
に
あ
る
。

　

他
の
自
然
主
義
の
批
評
的
言
説
に
お
い
て
も
、
長
谷
川
天
渓
は
「
幻
滅

時
代
の
芸
術
」（『
太
陽
』
一
九
〇
六
・
一
〇
）
で
、
現
代
を
自
然
科
学
の
進

展
が
旧
弊
な
自
然
観
を
覆
し
、
日
露
戦
争
が
西
洋
優
位
の
幻
像
を
う
ち
砕

い
た
「
幻
滅
時
代
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の
「
幻
滅
時
代
の
世
人
が
欲
む
る

物
は
、
真
実
を
描
き
た
る
無
飾
芸
術
な
り
」
と
述
べ
、
片
上
伸
（
天
弦
）

は
「
未
解
決
の
人
生
と
自
然
主
義
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
・
二
）
で

現
実
生
活
の
苦
悶
の
表
白
こ
そ
が
自
然
主
義
の
基
底
で
あ
り
、「
苦
悶
す

べ
き
現
実
生
活
の
真
相
を
離
れ
て
、
苦
悶
の
表
白
は
無
意
義
で
あ
る
。
自
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然
主
義
の
文
学
は
、
か
く
の
如
く
し
て
苦
悶
す
べ
き
現
実
世
界
の
真
相
を

表
現
す
る
」
と
主
張
し
て
い
た

6
。

　

こ
う
し
た
理
念
的
な
共
通
性
が
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漱
石
は

自
然
主
義
の
文
学
者
た
ち
か
ら
批
判
的
に
眺
め
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
か
っ
た
。
な
か
で
も
漱
石
に
辛
辣
で
あ
っ
た
の
は
正
宗
白
鳥
で
、
た
と

え
ば
『
そ
れ
か
ら
』（
一
九
〇
九
）
に
つ
い
て
「
作
者
の
頭
は
自
在
に
働

い
て
、
恋
愛
心
理
の
経
過
に
於
て
も
、
へ
ま
な
こ
と
は
書
い
て
ゐ
な
い

の
だ
が
、
ど
こ
ま
で
行
つ
て
も
理
詰
め
な
感
じ
が
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
作
品
全
般
に
つ
い
て
も
、
人
間
心
理
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
に
感
心

さ
せ
ら
れ
る
も
の
の
「
い
つ
も
実
感
が
欠
け
て
ゐ
て
、
生
な
人
間
ら
し
い

と
こ
ろ
が
欠
け
て
ゐ
る
の
で
、
強
く
胸
を
打
た
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
批

判
す
る
よ
う
に
、
総
じ
て
漱
石
作
品
が
知
的
操
作
の
産
物
と
し
て
「
理
詰

め
」
に
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
生
き
て
い
る
人
間
の
強
い
実
感
が
伝

わ
っ
て
こ
な
い
と
い
う
不
満
を
語
っ
て
い
る（「
夏
目
漱
石
論
」『
中
央
公
論
』

一
九
二
八
・
六
）。
田
山
花
袋
も
漱
石
の
描
く
人
物
が
「
深
い
個
性
に
入
ら

ず
に
、
類
型
の
程
度
に
留
つ
て
居
る
」
た
め
に
、
そ
の
心
理
描
写
に
つ
い

て
も
「
作
者
の
想
像
し
た
一
般
的
類
型
的
の
心
理
で
、
作
中
人
物
の
個
々

の
心
理
で
は
な
い
」
と
い
う
物
足
り
な
さ
を
指
摘
し
て
い
る
（「
描
写
論
」

『
早
稲
田
文
学
』
一
九
一
一
・
四
）。

　

総
じ
て
彼
ら
が
漱
石
に
不
満
を
覚
え
る
の
は
、
作
品
が
意
識
的
、
技
巧

的
に
作
ら
れ
る
こ
と
で
、
個
々
の
人
物
の
現
実
的
な
存
在
感
が
希
薄
に
写

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
根
底
に
想
定
さ
れ
る
の
は
島
村
抱
月
が
漱
石
の
初

期
作
品
に
つ
い
て
「
作
者
は
何
も
か
も
知
り
ぬ
い
て
ゐ
な
が
ら
、
皆
さ
ら

け
出
す
こ
と
を
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
眼
の
前
へ
あ
り
の
ま
ゝ
に
列
べ
る
こ
と

を
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
知
り
ぬ
い
て
ゐ
な
が
ら
、
懐
手
を
し
て
見
て
ゐ
る
の

で
あ
る
」（「
文
壇
最
近
の
趨
勢
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
一
九
〇
八
・
一
）
と
述
べ

る
よ
う
な
、
距
離
を
置
い
て
現
実
を
眺
め
る
か
の
よ
う
な
叙
述
の
姿
勢
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
大
人
が
子
供
を
眺
め
る
」
と
い
う
漱
石
の
「
写
生
文
」

（
一
九
〇
八
）
の
理
念
と
も
合
致
す
る
、
半
ば
は
自
身
が
意
識
的
に
取
っ

た
方
向
性
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
漱
石
は
自
他
と
も
に
認
め
る
「
余
裕
派
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
、
と
も
に
現
実
世
界
の
「
真
」

を
捉
え
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
な
が
ら
、
漱
石
が
自
然
主
義
の
作
家
た

ち
と
差
別
化
さ
れ
る
所
以
が
見
出
さ
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
漱

石
が
現
実
世
界
に
対
し
て
取
っ
て
い
る
よ
う
に
写
る
距
離
は
、
時
代
社
会

を
象
徴
す
る
と
同
時
に
自
身
に
も
浸
透
し
て
い
る
気
分
を
す
く
い
取
る

た
め
に
必
要
な
装
置
で
あ
り
、
そ
れ
を
形
象
化
す
る
形
で
個
別
の
人
間
や

事
象
を
描
く
こ
と
で
、
同
時
代
の
国
や
社
会
の
姿
を
透
か
し
見
せ
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
分
登
場
人
物
の
姿
や
感
情
は
具
体
的

な
生
々
し
さ
を
減
じ
さ
せ
る
と
い
う
面
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
る
の
で

あ
る
。

　

漱
石
作
品
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
、
展
開
の
不
自
然
さ
や
登

場
人
物
の
行
動
の
唐
突
さ
も
、
こ
う
し
た
手
法
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
面
が
大
き
い
。
主
人
公
た
ち
は
一
つ
の
状
況
の
な
か
に
置
か
れ
た
個

別
の
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
、
作
者
と
時
代
社
会
の
間
に
相
互
浸
透
し
て

い
る
気
分
の
象
徴
と
し
て
〈
作
ら
れ
る
〉
た
め
に
、『
門
』（
一
九
一
〇
）

の
宗
助
の
参
禅
や
『
こ
ゝ
ろ
』（
一
九
一
四
）
の
先
生
の
殉
死
の
よ
う
な
、

生
身
の
人
間
と
し
て
は
奇
妙
に
も
写
る
振
舞
い
を
示
す
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
手
法
に
よ
っ
て
、
漱
石
作
品
に
は
つ
ね
に
同
時

代
の
日
本
の
あ
り
方
に
対
す
る
把
握
が
込
め
ら
れ
、
そ
こ
に
漱
石
が
創
作

家
と
し
て
探
求
し
た
「
真
」
が
現
れ
て
い
た
。
ま
た
我
々
後
世
の
読
者
は

そ
の
表
現
を
通
し
て
、
功
利
主
義
や
帝
国
主
義
に
覆
わ
れ
て
い
た
明
治
日

本
の
あ
り
方
を
看
取
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
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———　感覚の組織化　———

４　
「
自
然
派
」
と
「
浪
漫
派
」

　

こ
う
し
た
表
出
の
姿
勢
を
持
続
的
に
作
品
に
込
め
つ
づ
け
る
こ
と
で

漱
石
は
「
国
民
作
家
」
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、そ
こ
で
追
求
さ
れ
る
「
真
」

が
外
部
世
界
を
統
一
的
に
ま
と
め
上
げ
る
形
で
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
『
文
学
論
』
で
も
明
言
さ
れ
て
い
る
。
文
学
的
認
識
と
科
学

的
認
識
の
差
違
が
論
じ
ら
れ
た
第
三
編
第
一
章
の
「
文
学
的
F
と
科
学
的

F
の
比
較
一
汎
」
で
は
、
後
者
が
自
然
と
い
う
対
象
に
対
す
る
「
解
剖
」

の
所
産
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
外
部
世
界
を
「
綜
合
」
し
た
結
果

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
綜
合
」
の
例
と
し
て
「
吾
邦
の
俳
句
が
僅
か

に
十
七
文
字
の
制
限
の
う
ち
に
生
存
し
な
が
ら
も
よ
く
描
写
の
方
面
に

文
学
的
効
果
を
奏
し
得
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漱
石
が

も
と
も
と
自
身
の
気
分
と
響
き
合
う
外
部
世
界
の
姿
を
「
十
七
文
字
」
に

掴
み
取
る
俳
句
の
作
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
作
家
に
な
っ
て
か
ら
も
そ
の

基
底
で
作
用
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

俳
句
は
も
っ
ぱ
ら
叙
景
を
機
軸
と
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
の
時
点

で
の
作
者
の
気
分
が
底
流
し
て
お
り
、
そ
れ
を
ほ
の
か
に
感
じ
さ
せ
る
こ

と
が
句
の
味
わ
い
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
芭
蕉
の
「
し
づ
け

さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声
」
の
句
は
、「
蝉
の
声
」
に
よ
っ
て
一
場
の

光
景
が
「
綜
合
」
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
そ
の
騒
が
し
さ
を
逆
に
「
し

づ
け
さ
」
と
し
て
受
け
取
る
作
者
の
澄
明
な
気
分
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、

そ
こ
に
自
然
と
の
親
和
を
愉
し
む
作
者
の
精
神
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
俳
句
こ
そ
が
外
部
世
界
と
い
う
〈
F
―
非
我
〉
と
作
者
の
内
面
と
い

う
〈
f

―
我
〉
の
直
感
的
な
統
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
形
式
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
表
現
の
表
層
を
占
め
る
も
の
は
あ
く
ま
で
も
外
部
世
界
の
一
断
片

で
あ
る
。
そ
の
点
で
俳
句
は
部
分
に
よ
っ
て
全
体
を
代
表
さ
せ
る
提
喩
表

現
の
一
形
態
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
が
、
小
説
作
品
に
し
て
も
、
そ
こ
で
描

か
れ
る
人
物
の
姿
・
行
動
や
そ
れ
ら
が
織
り
な
す
出
来
事
は
時
代
の
雛
形

と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
や
は
り
堤
喩
的
な
機
能
を
果
た
し
う
る
。
と
く

に
漱
石
は
そ
う
し
た
手
法
に
よ
っ
て
作
品
を
構
築
す
る
こ
と
で
、
時
代
社

会
の
「
真
」
を
捉
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
出
発
時
か
ら
取
り
つ
づ
け
た
。

　

一
方
、
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
が
追
求
す
る
「
真
」
は
そ
れ
と
は
別
個

の
次
元
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
重
ん
じ
る
「
真
」
は
人
間
を

内
側
か
ら
動
か
し
て
い
く
否
応
な
い
力
の
こ
と
で
あ
り
、
性
欲
が
重
要

な
主
題
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は

明
治
一
〇
年
代
の
終
わ
り
に
坪
内
逍
遙
が
『
小
説
神
髄
』（
一
八
八
五
～

八
六
）
で
お
こ
な
っ
た
、
ど
れ
ほ
ど
上
辺
を
取
り
繕
っ
た
紳
士
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
内
側
に
は
ど
ろ
ど
ろ
と
し
た
情
欲
が
渦
巻
い
て
お
り
、
そ
の
様

相
を
あ
り
あ
り
と
見
え
さ
せ
る
の
が
小
説
家
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
主

張
を
成
就
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
明
治
四
〇
年
代
以
降
の
自
然
主
義

文
学
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
な
っ
た
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』

（
一
九
〇
七
）
の
主
人
公
は
、
神
戸
か
ら
上
京
し
て
き
た
若
い
女
の
弟
子

に
執
着
し
、
彼
女
を
追
う
よ
う
に
や
っ
て
来
た
恋
人
の
男
に
嫉
妬
し
、
彼

女
が
去
っ
た
後
は
残
さ
れ
た
蒲
団
に
そ
の
残
り
香
を
嗅
い
で
「
性
慾
と
悲

哀
と
絶
望
」
に
捉
え
ら
れ
る
。
面
白
い
の
は
竹
中
時
雄
と
い
う
主
人
公
が

芳
子
と
い
う
弟
子
に
性
的
な
執
着
を
覚
え
れ
ば
覚
え
る
ほ
ど
、
そ
の
言
動

が
逆
に
倫
理
的
に
な
っ
て
く
る
こ
と
で
、
彼
女
の
恋
人
に
も
、
彼
の
本
来

の
仕
事
で
あ
る
牧
師
の
道
を
歩
む
こ
と
を
も
っ
と
も
ら
し
く
勧
め
る
の

だ
っ
た
。

　

そ
の
乖
離
に
こ
そ
逍
遙
の
唱
え
た
人
間
の
二
面
性
と
、
欲
望
に
動
か
さ

れ
る
「
真
」
の
姿
が
露
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
島
村
抱
月
の
評
論
で

も
「
現
実
を
現
実
と
し
て
最
も
真
に
写
さ
ん
に
は
一
切
人
工
虚
飾
の
分
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子
を
擺
脱
す
る
を
要
す
る
、
赤
裸
々
の
人
間
、
野
性
、
醜
、
描
い
て
こ
ゝ

に
至
れ
ば
、
最
も
真
に
近
づ
く
」（「
文
芸
上
の
自
然
主
義
」）
と
述
べ
ら
れ

て
い
た
が
、
私
小
説
の
起
点
と
も
な
る
作
者
と
主
人
公
の
極
端
な
接
近

は
、
こ
う
し
た
次
元
に
お
け
る
「
真
」
を
満
た
す
た
め
の
条
件
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
哲
学
者
の
川
合
貞
一
が
こ
う
し
た
見
解
に
対
し

て
、
い
く
ら
現
実
を
赤
裸
々
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
も
「
人
生
の
一
断
面

を
描
き
出
す
よ
り
他
に
途
は
な
」
く
、「
さ
う
し
て
出
来
上
が
り
た
る
も

の
は
、
最
早
あ
り
の
ま
ゝ
の
現
実
で
は
な
く
し
て
、
作
家
の
主
観
に
よ

り
て
着
色
せ
ら
れ
た
偽
な
る
現
実
で
あ
る
」（「
自
然
主
義
」『
時
事
新
報
』

一
九
〇
八
・
五
・
二
〇
）
と
批
判
し
た
よ
う
に
、
摘
出
し
よ
う
と
す
る
も
の

が
人
間
の
醜
悪
さ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
そ
れ
を
焦
点
化
す
る
た
め
の
技
巧
が
施
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
り
、
今
見
た
よ
う
に
『
蒲
団
』
に
し
て
も
そ
う
し
た
技
巧
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

花
袋
の
『
蒲
団
』
と
比
べ
れ
ば
同
じ
自
然
主
義
の
代
表
的
な
作
品
で

あ
っ
て
も
、徳
田
秋
声
の
『
あ
ら
く
れ
』（
一
九
一
五
）
や
岩
野
泡
鳴
の
『
耽

溺
』（
一
九
一
八
）
が
前
景
化
さ
せ
て
い
る
の
は
、
物
質
的
あ
る
い
は
性

的
な
欲
求
に
動
か
さ
れ
や
す
い
た
め
に
周
囲
と
の
人
間
関
係
に
軋
轢
を

生
じ
さ
せ
が
ち
な
人
物
の
姿
で
あ
り
、そ
の
具
体
性
か
ら
人
間
の
「
野
性
、

醜
」
が
観
念
的
に
焦
点
化
さ
れ
る
度
合
い
は
高
い
と
は
い
え
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
そ
う
し
た
問
題
性
を
含
ん
だ
現
実
の
模
像
を
提
示
す
る
こ

と
に
彼
ら
の
「
真
」
の
追
求
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
眺
め
れ
ば

外
部
世
界
を
「
綜
合
」
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
漱
石
の
手
法
が
人
工
的
な

も
の
に
写
っ
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

　
「
創
作
家
の
態
度
」
の
講
演
が
お
こ
な
わ
れ
、
抱
月
の
「
文
芸
上
の
自

然
主
義
」
な
ど
上
に
言
及
し
た
評
論
の
何
点
か
が
書
か
れ
た
明
治
四
一
年

（
一
九
〇
八
）
に
お
け
る
漱
石
の
主
要
作
品
で
あ
る
『
三
四
郎
』
に
、
自

然
主
義
と
浪
漫
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
が
姿
を
現
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃

せ
な
い
。「
九
」
章
で
語
ら
れ
る
、
洋
食
屋
で
開
か
れ
た
芸
術
愛
好
家
の

会
の
場
面
で
、物
理
学
者
の
野
々
宮
が
お
こ
な
っ
て
い
る
「
光
線
の
圧
力
」

を
計
測
す
る
実
験
の
話
を
聞
い
た
出
席
者
た
ち
が
、
自
然
に
相
対
す
る
姿

勢
が
「
自
然
派
」
か
「
浪
漫
派
」
を
め
ぐ
っ
て
意
見
を
交
わ
す
。
三
四
郎

が
熊
本
か
ら
上
京
す
る
汽
車
で
乗
り
合
わ
せ
て
以
来
、
東
京
で
の
知
己
と

な
る
英
語
教
師
の
広
田
は
「
ど
う
も
物
理
学
者
は
自
然
派
ぢ
や
駄
目
の
様

だ
ね
」
と
断
定
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
だ
っ
て
、
光
線
の
圧
力
を
試
験
す
る
為
に
、
眼
丈
明
け
て
、
自
然
を
観

察
し
て
ゐ
た
つ
て
、
駄
目
だ
か
ら
さ
。
彗
星
で
も
出
れ
ば
気
が
付
く
人
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
自
然
の
献
立
の
う
ち
に
、

光
線
の
圧
力
と
云
ふ
事
実
は
印
刷
さ
れ
て
ゐ
な
い
様
ぢ
や
な
い
か
。
だ
か

ら
人
巧
的
に
、
水
晶
の
糸
だ
の
、
真
空
だ
の
、
雲マ

イ
カ母

だ
の
と
云
ふ
装
置
を

し
て
、
そ
の
圧
力
が
物
理
学
者
の
眼
に
見
え
る
や
う
に
仕
掛
け
る
の
だ
ら

う
。
だ
か
ら
自
然
派
ぢ
や
な
い
よ
」

（
九
）

　

そ
れ
に
対
し
て
画
家
の
原
口
が
「
然
し
浪
漫
派
で
も
な
い
だ
ら
う
」
と

疑
念
を
呈
す
る
と
、
広
田
は
「
光
線
と
、
光
線
を
受
け
る
も
の
と
を
、
普

通
の
自
然
界
に
於
て
は
見
出
せ
な
い
様
な
位
地
関
係
に
置
く
所
が
全
く

浪
漫
派
ぢ
や
な
い
か
」（
九
）
と
反
駁
す
る
の
だ
っ
た
。
広
田
の
言
説
に

託
さ
れ
た
「
浪
漫
派
」
の
理
念
は
漱
石
が
講
演
や
評
論
で
述
べ
る
も
の
と

通
底
し
て
お
り
、
対
象
を
自
己
独
自
の
意
識
作
用
に
よ
っ
て
捉
え
、
表
現

す
る
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。「
創
作
家
の
理
念
」
で
「
自
然
派
」
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———　感覚の組織化　———

と
「
浪
漫
派
」
が
対
立
し
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、「
其
実
敵
対
さ

せ
る
事
の
出
来
る
の
は
名
前
丈
で
、
内
容
は
双
方
共
に
往
つ
た
り
来
た
り

大
分
入
り
乱
れ
居
り
ま
す
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
の
議
論
で

も
こ
う
し
た
や
り
取
り
を
聞
い
た
あ
る
博
士
が
「
す
る
と
、
物
理
学
者
は

浪
漫
的
自
然
派
で
す
ね
。
文
学
の
方
で
云
ふ
と
、
イ
ブ
セ
ン
の
様
な
も
の

ぢ
や
な
い
か
」
と
い
う
感
想
を
口
に
し
、
批
評
家
の
男
も
そ
れ
に
同
意
す

る
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
イ
プ
セ
ン
の
劇
が
一
九
世
紀
北
欧
の
社
会
現
実

を
写
し
取
っ
て
い
る
点
で
は
「
自
然
派
」
で
あ
る
に
し
て
も
、
展
開
を
織

り
な
す
登
場
人
物
た
ち
の
行
動
は
あ
く
ま
で
も
作
者
の
個
的
な
意
識
に

よ
っ
て
技
巧
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
点
で
「
浪
漫
派
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
姿
勢
は
ま
さ
に
〈
F
―
非
我
〉
と
〈
f

―
我
〉

の
統
合
で
あ
り
、
あ
る
い
は
後
者
に
よ
っ
て
前
者
が
括
り
取
ら
れ
る
機
構

で
あ
る
。
見
逃
せ
な
い
の
は
こ
こ
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
光
の
圧
力
」
と

い
う
話
題
自
体
が
、こ
う
し
た
機
構
の
な
か
で
抽
出
さ
れ
た
〈
F
―
非
我
〉

の
核
と
し
て
の
象
徴
性
を
も
つ
こ
と
で
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ

た
「
真
」
の
あ
り
方
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
野
々
宮
は
光
の
圧
力
の
研

究
に
つ
い
て
、「
理
論
上
は
マ
ク
ス
エ
ル
以
来
予
想
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
を
レ
ベ
デ
フ
と
い
ふ
人
が
始
め
て
実
験
で
照
明
し
た
の
で
す
。

近
頃
あ
の
彗
星
の
尾
が
、
太
陽
の
方
へ
引
き
付
け
ら
れ
べ
き
筈
で
あ
る
の

に
、
出
る
た
び
に
何
時
で
も
反
対
の
方
角
に
靡
く
の
は
光
の
圧
力
で
吹
き

飛
ば
さ
れ
る
ん
ぢ
や
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
付
い
た
人
も
あ
る
位
で
す

7
」

（
九
）
と
語
り
、
そ
の
真
偽
を
問
わ
れ
る
と
「
光
線
の
圧
力
は
半
径
の
二

乗
に
比
例
す
る
が
、
引
力
の
方
は
半
径
の
三
乗
に
比
例
す
る
ん
だ
か
ら
、

物
が
小
さ
く
な
れ
ば
な
る
程
引
力
の
方
が
負
け
て
、
光
線
の
圧
力
が
強
く

な
る
」（
九
）
と
い
う
論
理
で
そ
の
仮
説
が
正
し
い
こ
と
を
力
説
す
る
。

　

三
四
郎
は
熊
本
か
ら
東
京
帝
大
文
科
大
学
に
入
学
す
る
た
め
に
上
京

し
て
間
も
な
く
、
郷
里
の
先
輩
で
あ
る
野
々
宮
が
講
師
と
し
て
勤
務
す
る

理
科
大
学
の
「
穴
倉
」
の
よ
う
な
研
究
室
を
訪
れ
、
そ
こ
で
光
の
圧
力
を

測
定
す
る
装
置
を
覗
か
せ
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。「
九
」
章
の
議
論
は

こ
の
「
二
」
章
の
場
面
を
伏
線
と
し
て
お
り
、
こ
の
作
品
で
光
圧
の
測

定
と
い
う
問
題
に
付
与
さ
れ
た
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
漱
石
は

こ
の
問
題
に
関
す
る
情
報
を
野
々
宮
の
モ
デ
ル
で
あ
る
、
弟
子
で
物
理

学
者
の
寺
田
寅
彦
か
ら
得
て
い
る
。
寺
田
の
「
夏
目
漱
石
先
生
の
追
憶
」

（
一
九
三
二
）
に
よ
れ
ば
、
光
圧
測
定
の
実
験
に
興
味
を
覚
え
た
漱
石
は

そ
れ
に
関
す
る
論
文
を
取
り
寄
せ
て
勉
強
す
る
な
ど
し
た
よ
う
で
、
そ
の

成
果
が
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
漱
石
が
参
照
し
た
の
は
お
そ
ら
く

『Physical R
eview

』（Vol. X
V

II, 1904

）
に
掲
載
さ
れ
た
ニ
コ
ル
ス
＆
ハ

ル
の
「The Pressure D

ue To R
adiation

（
放
射
に
よ
る
圧
力
）」
で
、「
九
」

章
で
野
々
宮
が
語
る
光
圧
測
定
の
歩
み
も
冒
頭
近
く
で
紹
介
さ
れ
て
い

る
8

。
し
か
し
「
彗
星
の
尾
」
が
太
陽
の
反
対
側
に
向
く
の
が
光
圧
に
よ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
「
近
頃
」
提
示
さ
れ
た
と
い
う
野
々
宮

の
説
明
は
事
実
に
反
し
て
い
る
。
ニ
コ
ル
ス
＆
ハ
ル
の
論
文
に
よ
れ
ば
こ

の
仮
説
は
一
七
世
紀
初
め
に
す
で
に
ケ
プ
ラ
ー
に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
そ
の

後
も
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
オ
イ
ラ
ー
ら
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、

決
し
て
「
近
頃
」
の
学
説
で
は
な
い
。

　

こ
の
ズ
レ
は
、『
三
四
郎
』
に
お
い
て
「
光
の
圧
力
」
が
「
近
頃
」
の

主
題
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
。す
な
わ
ち「
啓
蒙
」の
英
語
が「Enlightm

ent

」で
あ
る
よ
う
に
、「
光
」

は
こ
の
作
品
で
は
開
化
を
も
た
ら
す
〈
西
洋
〉
の
寓
意
で
あ
り
、「
光
の

圧
力
」
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
〈
西
洋
の
圧
力
〉
を
指
し
て
い
る
か
ら
だ
。

反
面
こ
の
話
題
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彗
星
と
太
陽
す
な
わ
ち
日
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本
と
西
洋
の
間
に
は
「
圧
力
」
だ
け
で
な
く
「
引
力
」
も
存
在
す
る
の
で

あ
り
、西
洋
の
「
引
力
」
に
引
か
れ
て
近
づ
い
て
い
く
と
今
度
は
逆
に
「
圧

力
」
に
よ
っ
て
弾
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
漱
石
自
身
が
イ
ギ
リ
ス
と
の
間

で
経
験
し
た
両
義
的
な
関
係
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
両
義
性
が
込
め
ら

れ
て
い
る
点
で
も
、
こ
の
彗
星
の
話
題
は
象
徴
的
な
比
喩
性
を
帯
び
て
い

る
。
と
く
に
こ
こ
で
問
題
化
さ
れ
て
い
る
「
圧
力
」
に
つ
い
て
は
、
開
国

以
降
の
近
代
化
の
過
程
で
日
本
人
は
つ
ね
に
そ
れ
に
晒
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
作
品
の
主
な
舞
台
が
東
京
帝
大
で
あ
る
の
は
、〈
学
者
〉
と
し
て
の
居

場
所
を
失
っ
た
漱
石
の
な
か
に
遡
及
的
に
浮
上
し
て
き
た
〈
学
問
〉
の
場

へ
の
執
着
を
ほ
の
め
か
す
こ
と
に
加
え
て
、
そ
こ
が
西
洋
の
科
学
や
知
見

を
吸
収
す
る
中
心
的
な
場
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
そ
こ
で
の
教
育
も
明
治
初
期
の
「
お
雇
い
外
国
人
」
以
来
西
洋
人

の
教
師
に
委
ね
ら
れ
る
比
重
が
高
か
っ
た
が
、
作
中
で
も
三
四
郎
の
友
人

の
与
次
郎
が
見
せ
る
新
聞
記
事
に
「
従
来
西
洋
人
の
担
当
で
、
当
事
者
は

一
切
の
授
業
を
外
国
教
師
に
依
頼
し
て
ゐ
た
」（
十
一
）
状
態
で
あ
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
与
次
郎
は
一
高
で
教
鞭
を
執
る
広
田
を
文
科
大
学

の
教
師
に
就
任
さ
せ
る
べ
く
運
動
す
る
も
の
の
、
実
を
結
ぶ
こ
と
な
く
終

わ
る
の
だ
っ
た
。
当
時
の
文
科
大
学
で
英
文
学
を
担
当
し
て
い
た
の
は
イ

ギ
リ
ス
人
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
レ
ン
ス
で
あ
っ
た

9
が
、
漱
石
自
身
が
ラ
フ

カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
小
泉
八
雲
）
の
後
任
の
講
師
と
し
て
一
年
前
ま
で

そ
こ
に
務
め
て
い
た
の
で
あ
り
、
西
洋
人
だ
け
に
よ
っ
て
外
国
文
学
科
の

教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
の
は
正
確
な
表
現
で
は
な
い
。
し
か

し
〈
西
洋
の
圧
力
〉
の
な
か
に
日
本
人
が
生
き
て
い
る
と
い
う
構
図
を
浮

上
さ
せ
る
た
め
に
、
舞
台
と
な
っ
て
い
る
空
間
が
〈
西
洋
〉
の
浸
透
に
晒

さ
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
〈
西
洋
の
圧
力
〉
を
象
徴
す
る
「
光
の
圧
力
」
は
野
々
宮
の
実
験
の
場

に
限
ら
れ
ず
、
彼
に
思
い
を
寄
せ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
美
禰
子
の
身
に
も
与
え

ら
れ
て
い
る
。
野
々
宮
の
研
究
室
を
出
た
三
四
郎
は
池
の
端
に
立
つ
女
と

し
て
美
禰
子
を
初
め
て
見
る
が
、
そ
の
際
彼
女
は
「
夕
日
に
向
い
て
立
つ

て
」
お
り
、「
ま
ぼ
し
い
と
見
え
て
、
団
扇
を
額
の
所
に
翳
し
て
」（
二
）

い
た
。「
夕
日
」
は
そ
の
前
の
箇
所
で
「
西
の
方
へ
傾
い
た
日
」（
二
）
と

も
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
〈
西
か
ら
の
光
〉
で
あ
り
、
そ
の
光
の
方
へ

向
か
っ
て
立
ち
な
が
ら
そ
れ
を
「
ま
ぼ
し
い
」
と
感
じ
て
団
扇
で
遮
ろ
う

と
す
る
美
禰
子
の
姿
は
、
彼
女
に
託
さ
れ
た
近
代
の
日
本
人
の
、〈
西
洋
〉

に
向
か
い
な
が
ら
そ
れ
を
圧
迫
と
し
て
も
感
じ
る
姿
勢
と
呼
応
し
て
い

る
。
美
禰
子
は
英
語
を
良
く
し
、
バ
イ
オ
リ
ン
に
も
巧
み
で
あ
る
と
い
っ

た
西
洋
的
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
女
性
だ
が
、
一
方
で
は
内
面
を
雄
弁
に

は
語
ら
な
い
た
め
に
三
四
郎
た
ち
に
謎
を
残
し
つ
づ
け
る
彼
女
の
言
動

の
あ
り
方
は
、
彼
女
が
〈
西
洋
〉
に
合
一
し
た
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
暗

示
し
て
い
た
。
そ
の
両
義
的
な
姿
勢
が
こ
の
登
場
の
場
面
に
す
で
に
漂
わ

さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
「
光
」
に
関
わ
る
こ
れ
ら
二
つ
の
場
面
が
連
続

し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
で
「
光
」
に
込
め
ら
れ

た
含
意
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

５　
「
圧
迫
」
の
下
の
日
本

　
「
光
の
圧
力
」
に
仮
託
さ
れ
た
「
近
頃
」
す
な
わ
ち
近
代
の
問
題
に
ほ

か
な
ら
な
い
〈
西
洋
の
圧
力
〉
は
、『
三
四
郎
』
の
な
か
で
そ
れ
と
し
て

言
及
さ
れ
て
も
い
る
。「
六
」
章
で
語
ら
れ
る
学
生
集
会
室
で
の
討
論
の

場
面
で
は
、
一
人
の
学
生
が
立
ち
上
が
っ
て
お
こ
な
う
即
興
の
演
説
で
、

次
の
よ
う
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
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吾
々
は
旧ふ

る

き
日
本
の
圧
迫
に
堪
へ
得
ぬ
青
年
で
あ
る
。
同
時
に
新
ら
し

き
西
洋
の
圧
迫
に
も
堪
へ
得
ぬ
青
年
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
、
世
間
に
発
表

せ
ね
ば
居
ら
れ
ぬ
状
況
の
下も

と

に
生
き
て
居
る
。
新
ら
し
き
西
洋
の
圧
迫
は

社
会
の
上
に
於
て
も
文
芸
の
上
に
於
て
も
、
我
等
新
時
代
の
青
年
に
取
つ

て
は
旧
き
日
本
の
圧
迫
と
同
じ
く
、
苦
痛
で
あ
る
。

（
六
）

　

こ
の
挿
話
的
な
場
面
で
の
演
説
の
内
容
は
、
作
品
全
体
の
主
題
と
関
わ

る
重
要
性
を
帯
び
て
い
る
。『
三
四
郎
』
の
登
場
人
物
た
ち
は
こ
の
二
種

の
「
圧
迫
」
の
狭
間
に
生
き
て
い
る
人
び
と
で
あ
り
、
と
り
わ
け
三
四
郎

と
美
禰
子
と
い
う
主
要
人
物
二
人
に
は
そ
の
相
貌
が
色
濃
い
。
や
や
図
式

的
に
い
え
ば
、「
新
ら
し
き
西
洋
の
圧
迫
」
を
も
っ
ぱ
ら
担
っ
て
い
る
の

が
三
四
郎
で
あ
り
、「
旧
き
日
本
の
圧
迫
」
を
引
き
受
け
て
い
る
の
が
美

禰
子
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
三
四
郎
は
旧
時
代
の
日
本
を
象
徴
す
る
熊
本

と
い
う
郷
里
を
脱
出
し
た
こ
と
で
と
り
あ
え
ず
そ
の
「
圧
迫
」
か
ら
免
れ

て
い
る
も
の
の
、
新
時
代
が
息
づ
く
場
で
あ
る
東
京
で
西
洋
の
学
問
を
学

ぼ
う
と
す
る
こ
と
で
そ
の
重
圧
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
そ
の
重
圧
は
西
洋

か
ら
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
図
書
館
の
ど
の
本
に
も
読
ま
れ
た
形
跡
が

あ
る
の
を
見
て
驚
く
と
い
っ
た
形
で
、
日
本
で
の
修
学
に
お
い
て
も
す
で

に
後
発
者
で
し
か
な
い
と
い
う
「
圧
迫
」
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
美
禰
子
が
西
洋
文
化
を
吸
収
す
る
こ
と
に
と
く
に
問
題
は
な
い
も
の

の
、
そ
う
し
た
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
な
が
ら
、
西
洋
的
な
個
人
主
義
を

奉
じ
て
生
き
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
明
治
期
の
日
本
社
会
の
「
圧
迫
」
に

浸
透
さ
れ
て
い
る
。
迷
子
を
意
味
す
る
「stray sheep

」
に
代
表
さ
れ
る

美
禰
子
の
発
言
が
謎
め
い
て
い
る
の
は
、
個
人
と
し
て
の
意
見
を
明
確
に

語
る
こ
と
を
自
身
が
抑
圧
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
高
い
知
性

や
教
養
を
備
え
て
い
て
も
結
局
〈
結
婚
〉
と
い
う
形
で
し
か
女
性
が
自
分

の
居
場
所
を
社
会
に
確
保
で
き
な
い
と
い
う
諦
念
が
彼
女
を
捉
え
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

両
親
を
早
く
亡
く
し
て
兄
と
共
に
暮
ら
し
て
き
た
美
禰
子
は
、
そ
の
兄

が
結
婚
し
て
独
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
孤
立
し
た
境
遇
に
追
い
込
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
森
陽
一
が
指
摘
す
る

10
よ
う
に
、
女
性
が
〈
独
り
〉

で
生
き
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
な
い
明
治
時
代
に
あ
っ
て
は
、
美
禰
子
は
早

晩
配
偶
者
を
見
つ
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
帝
大
講
師
で
独
身

の
野
々
宮
は
美
禰
子
に
と
っ
て
最
適
の
配
偶
者
候
補
で
あ
っ
た
が
、
彼
女

と
結
婚
す
る
意
志
が
野
々
宮
に
な
い
た
め
に
、
結
局
美
禰
子
は
そ
れ
を
断

念
せ
ざ
る
を
え
ず
、
野
々
宮
の
妹
の
よ
し
子
が
見
合
い
を
し
た
相
手
と
結

婚
す
る
と
い
う
形
で
彼
女
は
落
ち
着
き
先
を
得
る
に
至
る
。
野
々
宮
が

も
っ
ぱ
ら
よ
し
子
と
の
関
係
を
大
事
に
し
て
、
美
禰
子
と
結
婚
し
よ
う
と

し
な
い
背
後
に
想
定
さ
れ
る
も
の
も
や
は
り
「
新
ら
し
き
西
洋
の
圧
迫
」

で
あ
る
。
物
理
学
者
と
し
て
西
洋
の
学
者
た
ち
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
な
か

に
置
か
れ
て
い
る
野
々
宮
は
、
そ
の
「
圧
迫
」
に
抗
す
る
べ
く
精
力
を
研

究
に
注
が
ざ
る
を
え
な
い
。
中
盤
彼
が
よ
し
子
と
の
共
棲
を
も
解
消
し
て

学
生
時
代
の
よ
う
な
下
宿
生
活
に
戻
ろ
う
と
す
る
の
は
、
そ
の
姿
勢
の
現

れ
で
あ
る
と
と
も
に
、
美
禰
子
と
の
結
婚
の
意
志
が
な
い
こ
と
の
表
示
で

も
あ
っ
た
。

　
「
あ
の
位
研
究
好
き
の
兄
が
、
こ
の
位
自
分
を
可
愛
が
つ
て
呉く

れ
る
の

だ
か
ら
、そ
れ
を
思
ふ
と
、兄
は
日
本
中
で
一
番
好
い
人
に
違
な
い
」（
五
）

と
明
言
す
る
よ
し
子
は
、「
穴
倉
」
の
よ
う
な
研
究
室
に
象
徴
さ
れ
る
自

身
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る
野
々
宮
の
分
身
的
存
在
で
も
あ
り
、

彼
女
が
陰
に
陽
に
兄
と
美
禰
子
の
間
に
入
る
こ
と
で
、
二
人
の
間
に
距
離
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を
つ
く
る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
場
面
が
大
学
の
運
動

会
の
場
面
で
、
美
禰
子
が
計
測
掛
を
務
め
る
野
々
宮
の
元
に
赴
い
て
嬉
し

そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
る
と
、
よ
し
子
は
負
け
じ
と
そ
の
間
に
割
っ
て
入

り
「
二
人
が
三
人
に
な
つ
た
」（
六
）
と
い
う
〈
三
角
関
係
〉
が
そ
こ
に

生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
よ
し
子
の
見
合
い
の

相
手
が
美
禰
子
に
譲
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
結
末
は
、
美
禰
子
の
接

近
を
拒
絶
し
た
こ
と
へ
の
野
々
宮
か
ら
の
象
徴
的
な
償
い
と
し
て
も
眺

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

野
々
宮
が
よ
し
子
と
の
間
で
「
こ
の
兄
妹
は
絶
え
ず
往
来
し
て
い
な
い

と
治お

さ
まら

な
い
様
に
出
来
上
つ
て
ゐ
る
」（
六
）
と
記
さ
れ
る
よ
う
な
、
近

親
相
姦
的
と
も
い
え
る
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
野
々
宮
の
内
に
あ

る
退
行
的
な
心
性
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
は
近

親
相
姦
的
願
望
の
基
底
に
あ
る
も
の
が
、
性
的
欲
求
と
い
う
よ
り
も
「
自

分
の
出
所
と
縁
を
切
り
た
く
な
い
願
望
」（
鈴
木
重
吉
訳
、
以
下
同
じ
）
や
、

「
自
ら
を
無
力
化
」
す
る
も
の
に
よ
っ
て
「
破
壊
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い

う
恐
れ
」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（『
悪
に
つ
い
て
』

11
）
が
、
こ
う

し
た
願
望
は
野
々
宮
の
な
か
に
も
う
ご
め
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
自
己

を
「
無
力
化
」
す
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
と
は
、
こ
の
作
品
に
底
流
す
る

「
西
洋
の
圧
迫
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
抗
し
つ
つ
も
一
方
で
は
分
身
的
存
在

で
あ
る
妹
の
よ
し
子
と
の
関
係
を
密
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の
出

所
と
縁
を
切
り
た
く
な
い
願
望
」
を
満
た
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ロ
ム
は
別

の
箇
所
で
「
自
分
の
出
所
」
を
「
子
宮
」
に
な
ぞ
ら
え
て
も
い
る
が
、野
々

宮
が
日
々
を
過
ご
す
「
穴
倉
」
の
よ
う
な
暗
い
研
究
室
は
、
ま
さ
に
子
宮

の
暗
喩
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

　
「
旧
き
日
本
の
圧
迫
」
と
「
新
ら
し
き
西
洋
の
圧
迫
」
は
後
者
に
や
や

比
重
を
か
け
つ
つ
と
も
に
こ
の
作
品
の
中
心
的
な
Ｆ
を
な
し
、
両
者
の
狭

間
で
日
本
の
青
年
た
ち
が
生
き
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
が
、
こ
の
作
品

に
込
め
た
漱
石
の
「
真
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
儒
教
的
な
倫
理
観
に

支
配
さ
れ
た
旧
時
代
と
個
人
主
義
に
傾
斜
し
つ
つ
あ
る
西
洋
志
向
の
新

時
代
の
狭
間
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
、
個
別
の
人
間
に
に
と
ど
ま
ら
ず

日
本
と
い
う
国
自
体
に
敷
衍
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

美
禰
子
が
口
に
す
る
「stray sheep

」
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
、
自
身

と
三
四
郎
に
照
応
す
る
と
と
も
に
、
明
治
期
の
日
本
に
も
該
当
す
る
表
現

で
あ
る
こ
と
が
作
中
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
約
聖
書
に
ち
な
む
言

葉
12

は
二
人
が
広
田
や
野
々
宮
と
と
も
に
菊
人
形
を
観
に
行
っ
た
際
に
口

に
さ
れ
た
も
の
で
、
三
四
郎
は
そ
の
真
意
を
測
り
か
ね
る
の
だ
っ
た
が
、

数
日
後
美
禰
子
か
ら
川
縁
に
二
匹
の
羊
が
寝
た
姿
を
描
い
た
葉
書
を
も

ら
い
、
そ
の
二
匹
が
自
分
と
美
禰
子
を
指
す
こ
と
を
知
っ
て
喜
ぶ
。
葉
書

の
図
で
は
、
小
川
の
向
こ
う
に
は
「
大
き
な
男
が
洋ス

テ

杖ッ
キ

を
持
つ
て
立
つ
て

ゐ
る
」
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
「
大
き
な
男
」
が
「
西

洋
の
絵
に
あ
る
悪デ

ヴ
ィ
ル魔

を
模
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
構
図

に
日
本
と
西
洋
の
関
係
の
寓
意
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
羊
は
群
を
な
し
て
動
く
習
性
が
強
い
動
物
で
あ
り
、
集
団
主

義
的
な
行
動
を
取
り
が
ち
な
日
本
人
の
比
喩
を
な
す
。
し
か
し
新
訳
聖
書

の
迷
い
子
と
な
っ
た
羊
が
、
集
団
を
離
れ
る
こ
と
で
進
む
べ
き
道
を
見

失
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
美
禰
子
と
三
四
郎
が
や
は
り
〈
群
〉
か
ら

離
れ
た
単
独
者
的
な
孤
立
を
は
ら
ん
だ
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る
。
事
実
三
四
郎
は
熊
本
の
郷
里
か
ら
離
れ
て
上
京
し
た
も
の

の
、
東
京
で
も
自
分
の
居
場
所
を
見
出
し
か
ね
て
お
り
、
ま
た
美
禰
子
は

西
洋
風
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
知
的
な
女
性
で
あ
る
一
方
で
、
す
で
に
両

親
の
庇
護
を
な
く
し
て
い
て
、
単
独
者
的
に
生
き
ざ
る
を
え
な
い
境
遇
に
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置
か
れ
て
い
る
。
彼
女
自
身
は
そ
れ
を
引
き
受
け
う
る
膂
力
を
備
え
て
い

る
も
の
の
、
社
会
が
未
だ
そ
れ
を
肯
う
段
階
に
な
い
た
め
に
、
結
婚
に

よ
っ
て
そ
の
境
遇
を
解
消
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
美
禰
子
と
三
四
郎
と
い
う
「
羊
」
が
離
れ
て
し

ま
っ
た
〈
群
〉
と
は
、
旧
時
代
的
な
価
値
観
に
支
え
ら
れ
た
共
同
体
と
し

て
の
〈
日
本
〉
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
を

起
点
と
し
て
い
え
ば
、
葉
書
に
描
か
れ
た
「
羊
」
は
江
戸
時
代
と
い
う

旧
時
代
か
ら
強
引
な
離
脱
を
図
っ
て
近
代
化
を
遂
げ
て
き
た
明
治
日
本

に
も
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
維
新
以
降
の
近
代
化
が
息
せ
き
切
っ

て
お
こ
な
わ
れ
た
た
め
に
表
層
的
な
開
化
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う

漱
石
の
批
判
（「
現
代
日
本
の
開
化
」
一
九
一
一
）
は
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ

だ
が
、
そ
れ
は
前
近
代
と
近
代
と
の
間
に
円
滑
な
連
続
性
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
近
代
が
〈
孤
児
〉
化
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
も
あ
る
。
加
え
て
葉
書
に
描
か
れ
た
、
小
川
の
向
こ
う
岸
に
立
つ

「
悪デ

ヴ
ィ
ル魔

」
を
思
わ
せ
る
「
大
き
な
男
」
に
当
た
る
存
在
は
、
作
中
で
の
美

禰
子
と
三
四
郎
の
置
か
れ
た
状
況
で
は
具
体
的
に
想
定
し
難
い
以
上
、
こ

の
二
匹
の
羊
は
や
は
り
西
洋
列
強
と
の
対
峙
の
な
か
に
あ
る
同
時
代
の

日
本
に
転
じ
て
い
く
象
徴
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま

た
そ
の
前
提
と
し
て
、
三
四
郎
が
熊
本
と
い
う
〈
田
舎
〉
か
ら
東
京
と
い

う
〈
都
会
〉
へ
移
動
し
て
い
く
と
い
う
設
定
自
体
が
、
前
近
代
か
ら
近
代

へ
の
展
開
の
比
喩
と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
渋
川
玄
耳
に
宛
て
た
書
簡
（
一
九
〇
八
・
八
、
日
付
不
詳
）
に
記

さ
れ
た
作
品
の
構
想
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
こ
で
漱
石
は「
三
四
郎
」

の
他
に
「
青
年
」「
東
西
」「
平
々
地
」
と
い
っ
た
題
も
候
補
と
し
て
い
た

こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
着
手
し
た
作
品
の
概
要
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め

て
い
る
。

　
田
舎
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
東
京
の
大
学
に
這
入
つ
た
三
四
郎
が
新

し
い
空
気
に
触
れ
る
。
さ
う
し
て
同
輩
だ
の
先
輩
だ
の
若
い
女
だ
の
に
接

触
し
て
、
色
々
に
動
い
て
来
る
。
手
間
は
此
空
気
の
う
ち
に
是
等
の
人
間

を
放
す
丈
で
あ
る
。
あ
と
は
人
間
が
勝
手
に
泳
い
で
、
自
ら
波
瀾
が
出
来

る
だ
ら
う
と
思
ふ
。
さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
読
者
も
作
者
も
此
空
気
に
か

ぶ
れ
て
、
是
等
の
人
間
を
知
る
様
に
な
る
事
と
信
ず
る
。

　

こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
「
東
京
」
と
「
田
舎
」
が
新
旧
の
対
比
の
な
か

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、さ
ら
に
そ
れ
を
表
現
す
る
「
新
し
い
空
気
」

を
含
め
て
「
空
気
」
と
い
う
言
葉
が
三
度
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。「
空
気
」
は
先
に
触
れ
た
「
創
作
家
の
態
度
」
の
な
か
で
い
わ

れ
て
い
た
「
気
分
」
と
近
接
す
る
言
葉
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
主

体
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
の
状
態
を
、
そ
れ
を
も

た
ら
す
契
機
と
し
て
の
外
部
世
界
か
ら
表
現
し
た
言
葉
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
気
分
が
自
他
の
間
で
相
互
浸
透
す
る
性
質
を
も
つ
以
上
、
東
京

の
「
空
気
」
の
な
か
を
泳
が
さ
れ
る
三
四
郎
は
当
然
そ
の
浸
透
を
蒙
る
こ

と
で
、
自
身
の
気
分
を
も
も
た
ら
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
「
新

し
い
空
気
」
と
簡
単
に
記
さ
れ
て
い
る
そ
の
「
空
気
」
は
決
し
て
単
純
に

〈
新
し
さ
〉
に
よ
っ
て
括
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た

よ
う
に
二
重
の
「
圧
迫
」
を
混
在
さ
せ
た
重
さ
に
よ
っ
て
色
付
け
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
重
さ
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
四
郎
は
上
京
後
も

動
的
な
行
動
と
は
無
縁
の
ま
ま
過
ご
し
て
い
き
、
美
禰
子
に
対
し
て
も
積

極
的
な
接
近
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
美
禰
子
に
し
て

も
、
明
治
と
い
う
時
代
の
空
気
の
支
配
力
の
な
か
に
生
き
ざ
る
を
え
な
い

人
物
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
に
よ
っ
て
三
四
郎
と
美
禰
子
は
と
も
に
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
旧

時
代
と
西
洋
と
い
う
二
つ
の
「
圧
迫
」
の
な
か
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
明
治

日
本
の
寓
意
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
葉
書
に
描

か
れ
た
、
小
川
の
向
こ
う
側
で
「
大
き
な
男
」
が
「
洋ス

テ

杖ッ
キ

を
持
つ
て
立
つ

て
」
い
る
構
図
は
、
維
新
以
降
の
対
西
洋
の
関
係
全
般
の
比
喩
を
な
す
と

と
も
に
、
も
う
少
し
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
に
引
き
付
け
ら
れ
る
文
脈
を

も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
小
川
が
〈
海
〉
の
比
喩
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日

本
が
面
し
て
い
る
太
平
洋
の
向
こ
う
に
位
置
す
る
の
は
〈
ア
メ
リ
カ
〉
で

あ
り
、
こ
の
図
柄
は
日
露
戦
争
後
の
日
米
関
係
を
表
象
し
て
い
る
と
も
い

え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
は
日
露
戦
争
時
に
は
両
国
の
間
に
入
り
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和

条
約
を
成
立
さ
せ
る
仲
裁
的
な
役
割
を
担
っ
た
が
、
戦
後
は
ロ
シ
ア
に
勝

利
し
た
日
本
を
脅
威
と
見
な
す
と
こ
ろ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
黄
禍
論
」
を
生

み
だ
し
、
日
系
移
民
へ
の
排
斥
運
動
が
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。
明
治
三
九

年
（
一
九
〇
六
）
一
〇
月
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
当
局
が
日
本
人
の

学
童
を
隔
離
す
る
と
い
う
措
置
が
取
ら
れ
、
日
本
政
府
が
こ
れ
に
抗
議
す

る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領

の
要
請
を
受
け
て
市
当
局
が
差
別
的
な
措
置
を
撤
回
す
る
一
方
、
日
本
は

移
民
を
自
発
的
に
制
限
す
る
と
い
う
協
定
が
結
ば
れ
て
一
旦
は
解
決
を

見
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
折
に
触
れ
て
移
民
に
対
す
る
差
別
問
題
は
噴
出

す
る
こ
と
に
な
る
。
翌
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
九
月
に
は
シ
ア
ト
ル

で
移
民
排
斥
運
動
が
起
こ
り
、
一
〇
月
に
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
日

系
人
の
洗
濯
店
が
暴
徒
に
襲
撃
さ
れ
、「
洋ス

テ

杖ッ
キ

」
を
想
起
さ
せ
る
「
鉄
棒
」

で
洗
濯
機
が
破
壊
さ
れ
、
家
人
や
雇
い
人
の
生
命
が
危
機
に
晒
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　

中
国
大
陸
に
お
い
て
は
戦
争
中
に
計
画
さ
れ
て
い
た
南
満
州
鉄
道
（
満

鉄
）
に
対
す
る
日
米
共
同
経
営
の
提
案
を
日
本
側
が
拒
絶
し
た
こ
と
で
ア

メ
リ
カ
の
反
感
を
招
き
、
戦
後
も
満
州
で
の
日
本
企
業
の
活
動
に
対
す
る

優
遇
措
置
を
取
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
態
度
を
硬
化
さ
せ
て

い
っ
た
。『
三
四
郎
』
が
書
か
れ
た
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
は
ア

メ
リ
カ
と
の
間
に
特
筆
す
べ
き
事
件
は
起
き
て
い
な
い
も
の
の
、
ロ
シ
ア

へ
の
勝
利
を
得
た
こ
と
の
代
償
と
し
て
戦
後
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す

る
西
洋
諸
国
の
警
戒
と
反
感
も
掻
き
立
て
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た

「
圧
迫
」
が
三
四
郎
の
生
き
る
時
代
の
「
空
気
」
の
一
要
素
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

 

６　
「
そ
れ
」
と
い
う
空
気

　
「
空
気
」
と
「
気
分
」
は
自
他
の
相
互
浸
透
を
含
意
す
る
近
似
し
た
概

念
で
あ
り
な
が
ら
、
漱
石
の
内
で
は
微
妙
な
差
違
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。

「
創
作
家
の
態
度
」
で
い
わ
れ
る
「
気
分
」
は
あ
く
ま
で
も
「
自
己
0

0

の
気
分
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
「
非
我
」
と
し
て
の
外
部
の
対
象
に
込
め
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、象
徴
的
な
意
味
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。
一
方「
空

気
」
は
基
本
的
に
は
外
的
な
環
境
で
あ
り
、
そ
れ
が
主
体
の
内
部
に
浸
透

す
る
こ
と
で
、
彼
な
い
し
彼
女
の
感
情
生
活
の
基
底
す
な
わ
ち
「
気
分
」

が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
三
四
郎
』
は
作
者
自
身
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
空
気
を

作
中
人
物
に
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
企
図
は
満
た

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
こ
こ
に
は
近
接
す
る
時
期
の
作
品
群
か
ら
の

方
向
転
換
が
明
瞭
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
二
百
十
日
』（
一
九
〇
六
）『
野
分
』

（
一
九
〇
七
）『
虞
美
人
草
』（
一
九
〇
七
）
と
い
っ
た
東
京
朝
日
新
聞
社
入
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———　感覚の組織化　———

社
の
前
後
に
書
か
れ
た
作
品
の
基
調
を
な
し
て
い
た
の
は
、
物
質
的
な
功

利
主
義
を
嫌
悪
す
る
漱
石
の
「
気
分
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
一
人
の
独
占

物
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
あ
ま
り
に
も
個
人
の
内
面
に
偏
っ
た
モ

チ
ー
フ
の
具
現
化
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
高
い
評
価
を
得
に
く
い

の
も
、
作
者
個
人
の
道
義
的
な
倫
理
観
の
な
か
で
自
己
完
結
し
て
い
る
性

格
が
顕
著
だ
か
ら
だ
が
、『
三
四
郎
』
は
こ
う
し
た
浪
漫
的
と
も
い
え
る

内
面
性
の
過
剰
さ
を
払
拭
し
、
時
代
の
空
気
の
な
か
に
人
物
を
泳
が
せ
る

よ
う
に
し
て
描
く
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
出
発
時
に
標
榜
さ
れ
て
い
た

「
写
生
」
的
な
側
面
を
取
り
戻
し
て
い
る
。

　

そ
れ
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
も
の
が
文
体
の
変
化
で
あ
る
。『
草
枕
』

（
一
九
〇
六
）
も
含
め
て
こ
の
時
期
の
作
品
を
特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
は

漢
語
を
多
用
し
た
美
文
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
文
体
が
世
俗
を
相
対
化
す
る

装
置
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。

只
ま
の
あ
た
り
に
見
れ
ば
、
そ
こ
に
詩
も
生
き
、
歌
も
湧
く
。
着
想
を
紙

に
落
さ
ぬ
と
も
璆

き
ゅ
う

鏘そ
う

の
音
は
胸
裏
に
起
る
。
丹
青
は
画
架
に
向
つ
て
塗
抹

せ
ん
で
も
五
彩
の
絢
爛
は
自
か
ら
心
眼
に
映
る
。
只
お
の
が
住
む
世
を
、

か
く
観
じ
得
て
、
霊
台
方
寸
の
カ
メ
ラ
に
澆

ぎ
ょ
う

季き

溷こ
ん

濁だ
く

の
俗
界
を
清
く
う
ら

ら
か
に
収
め
得
れ
ば
足
る
。

（『
草
枕
』）

 

紅
を
弥
生
に
包
む
昼
酣た

け
な
わな

る
に
、
春
を
抽ぬ

き

ん
ず
る
紫
の
濃
き
一
点
を
、

天
地
の
眠
れ
る
な
か
に
、
鮮
や
か
に
滴し

た

た
ら
し
た
る
が
如
き
女
で
あ
る
。

夢
の
世
を
夢
よ
り
も
艶
に
眺
め
し
む
る
黒
髪
を
、
乱
る
ゝ
な
と
畳
め
る
鬢び

ん

の
上
に
は
、
玉
虫
貝
を
冴
々
と
菫
に
刻
ん
で
、
細
き
金き

ん

脚あ
し

に
は
つ
し
と
打

ち
込
ち
込
ん
で
ゐ
る
。

 （『
虞
美
人
草
』）

　

前
者
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
詩
」
や
「
歌
」
に
求
め
ら
れ
る
脱
世
間

の
境
地
で
あ
り
、
後
者
に
連
ね
ら
れ
て
い
る
の
は
ヒ
ロ
イ
ン
藤
尾
の
美
し

さ
の
修
辞
だ
が
、
美
文
の
機
能
は
両
者
の
間
で
対
照
的
で
あ
る
。『
草
枕
』

に
お
け
る
詩
歌
や
絵
画
と
い
っ
た
芸
術
表
現
は
そ
れ
自
体
が
世
俗
の
重

圧
を
軽
減
す
る
道
具
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
虞
美
人
草
』
の
藤
尾
は
世

俗
的
な
我
執
と
虚
栄
心
を
は
ら
ん
だ
女
性
で
あ
り
、
そ
う
し
た
女
性
が
漢

語
の
多
い
美
文
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
時
空
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼

女
が
そ
こ
で
断
罪
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
予
示
す
る
こ
と
に

な
る
。
過
剰
な
修
辞
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
る
こ
と
が
、
彼
女
の
未
来
に
待
っ

て
い
る
悲
運
を
際
だ
た
せ
る
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
〈
風
流
人
〉
と
し
て
自
己
を
周
囲
か
ら
差
別
化
す
る
た
め
に
書
か
れ
た

か
の
よ
う
な
初
期
の
『
木
屑
録
』（
一
八
八
九
）
が
漢
文
で
綴
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、
も
と
も
と
漱
石
に
と
っ
て
漢
文
的
世
界
は
日
本
の
近
代
か
ら

距
離
を
取
る
た
め
の
手
立
て
で
あ
り
、
そ
の
色
合
い
が
強
い
作
品
ほ
ど
功

利
主
義
社
会
を
揶
揄
的
に
眺
め
る
作
者
の
眼
差
し
が
明
瞭
で
あ
っ
た
。
今

挙
げ
た
作
品
群
は
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
が
、『
虞
美
人
草
』
の
失
敗
を

経
て
漱
石
は
新
聞
を
舞
台
と
す
る
小
説
作
者
と
し
て
の
方
法
と
自
覚
を

身
に
つ
け
た
よ
う
で
あ
る
。

　
う
と

く
と
し
て
眼
が
覚
め
る
と
女
は
何
時
の
間
に
か
、
隣
の
爺
さ
ん

と
話
を
始
め
て
ゐ
る
。
こ
の
爺
さ
ん
は
慥た

し

か
に
前
の
駅
か
ら
乗
つ
た
田
舎

者
で
あ
る
。
発
車
間
際
に
頓
狂
な
声
を
出
し
て
、
馳
け
込
ん
で
来
て
、
い

き
な
り
肌
を
抜
い
だ
と
思
つ
た
ら
背
中
に
御
灸
の
痕
が
一
杯
あ
つ
た
の

で
、
三
四
郎
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
。
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（
一
）

　

こ
う
し
た
叙
述
で
始
ま
る
『
三
四
郎
』
の
文
体
は
『
草
枕
』
や
『
虞
美

人
草
』
よ
り
も
平
俗
で
あ
り
、
書
き
手
の
「
我
」
を
抑
え
つ
つ
対
象
と
し

て
の
「
非
我
」
の
世
界
の
様
相
を
捉
え
る
こ
と
に
比
重
が
か
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
「
非
我
」
は
時
代
の
空
気
を
浸
透
さ
せ
た
人
物
た
ち
の
行
動
や

内
面
で
あ
り
、
そ
れ
を
物
語
の
布
置
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
非
我
」
の
世
界
の
「
真
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

て
い
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
点
で
『
三
四
郎
』
は
い
わ
ば

漱
石
の
「
則
天
去
私
」
の
起
点
と
な
る
創
作
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
作
品
で
意
識
的
に
取
ら
れ
て
い
る
、
時
代
の
空
気
の
な
か
に
登

場
者
た
ち
を
泳
が
せ
る
よ
う
に
し
て
描
く
と
い
う
方
法
は
、
次
作
の
『
そ

れ
か
ら
』（
一
九
〇
九
）
に
も
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
三
年
前
に
友
人
に

譲
っ
た
女
性
と
再
会
す
る
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
て
彼
女
と
の
交
わ
り

を
復
活
さ
せ
て
い
き
、
結
局
友
人
か
ら
彼
女
を
奪
い
取
る
に
至
る
顛
末
を

内
容
と
す
る
こ
の
作
品
で
、
展
開
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
人
公
の

代
助
の
気
分
的
な
変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
執
筆
時
と
同
じ
明
治
四
二
年

（
一
九
〇
九
）
と
い
う
時
間
的
設
定
の
な
か
で
、
主
人
公
の
代
助
は
友
人

平
岡
の
妻
と
な
っ
て
い
る
三
千
代
と
再
会
後
接
触
を
深
め
て
い
く
に
つ

れ
て
、
三
年
前
に
な
ぜ
彼
女
を
平
岡
に
譲
っ
た
の
か
を
訝
し
く
思
う
よ
う

に
な
る
が
、
そ
れ
は
三
年
前
の
行
為
が
彼
の
内
の
気
分
に
促
さ
れ
る
よ
う

に
し
て
な
さ
れ
た
た
め
に
、
そ
の
気
分
か
ら
脱
落
し
て
い
る
現
在
の
時
点

で
は
そ
の
過
去
の
行
為
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
代
助
は
三
年
前
の
春
に
、
そ
れ
ま
で
そ
の
兄
を
介
す
る
形

で
交
わ
り
の
あ
っ
た
三
千
代
を
平
岡
に
譲
り
、
新
橋
で
別
れ
た
の
だ
っ
た

が
、
そ
の
判
断
は
「
今
日
に
至
つ
て
振
り
返
つ
て
み
て
も
、
自
分
の
所
作

は
、
過
去
を
照
ら
す
鮮
や
か
な
名
誉
で
あ
つ
た
」（
八
）
と
述
べ
ら
れ
る

よ
う
な
昂
揚
感
と
と
も
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
「
何
処
か
し
ら

で
、
何
故
三
千
代
を
周
旋
し
た
か
と
云
ふ
声
を
聞
い
た
」（
八
）
と
い
う

疑
念
が
今
は
頭
を
擡
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

  

中
盤
の
「
十
」
章
で
は
代
助
の
気
分
的
な
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

描
出
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
の
今
の
気
分
は
、
彼
に
時
々
起
る
如
く
、
総
体
の
上
に
一
種
の
暗
調

を
帯
び
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
余
り
に
明
る
過
ぎ
る
も
の
に
接
す
る
と
、
そ
の

矛
盾
に
堪
え
が
た
か
つ
た
。
擬
宝
珠
の
葉
も
長
く
見
詰
め
て
ゐ
る
と
、
す

ぐ
厭
に
な
る
位
で
あ
つ
た
。

（
十
）

　

こ
の
「
暗
調
」
を
も
た
ら
し
て
い
る
一
因
は
、
父
の
得
に
佐
川
と
い
う

知
己
の
娘
と
の
政
略
的
な
結
婚
を
強
く
勧
め
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
く
だ
り
に
つ
づ
け
て
「
そ
の
上
彼
は
、
現
代
の
日
本
に
特
有

な
る
一
種
の
不
安
に
襲
は
れ
出
し
た
」（
十
）
と
記
さ
れ
、
そ
の
「
不
安
」

の
根
源
に
あ
る
も
の
と
し
て
「
日
本
の
経
済
事
情
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
日
本
の
経
済
的
沈
滞
と
い
う
「
空
気
」
が
代
助
の

気
分
の
一
端
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
眺
め
た
、
外
部
の
「
空
気
」
が
主
体
に
浸

透
し
て
そ
の
「
気
分
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
因
果
関
係
が
現
れ
て
い

る
。
代
助
を
取
り
囲
ん
で
い
る
「
日
本
の
経
済
事
情
」
は
、
明
治
四
〇
年

（
一
九
〇
七
）
一
月
二
〇
日
の
株
式
の
暴
落
か
ら
急
速
に
悪
化
し
て
い
っ

た
。
同
年
一
〇
月
に
は
ア
メ
リ
カ
で
も
株
式
の
暴
落
に
端
を
発
す
る
恐
慌

が
起
こ
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
波
及
す
る
と
世
界
恐
慌
の
様
相
を
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呈
し
、
日
本
も
あ
ら
た
め
て
そ
の
衝
撃
に
晒
さ
れ
た
。
生
糸
、
綿
糸
、
綿

織
物
と
い
っ
た
主
要
な
繊
維
製
品
の
輸
出
が
激
減
し
、
日
露
戦
争
後
勃
興

し
て
い
た
製
粉
、
製
糖
、
造
船
、
海
運
と
い
っ
た
業
種
も
大
き
な
打
撃
を

受
け
、
農
家
も
恐
慌
の
波
に
呑
み
込
ま
れ
た
。
明
治
四
一
年
（
一
九
〇
八
）

七
月
に
第
二
次
桂
太
郎
内
閣
が
発
足
し
た
際
に
は
、
桂
は
そ
の
政
綱
の
な

か
で
「
政
費
年
々
膨
張
し
て
、
収
支
相
償
は
ず
」
と
い
う
状
況
の
上
に
輸

入
超
過
の
状
態
が
止
ま
ら
ず
、
民
間
で
は
企
業
の
破
綻
が
相
次
い
で
「
商

工
業
は
破
綻
し
て
恐
慌
の
極
に
達
し
金
融
全
く
杜
塞
し
て
破
産
相
続
く
」

と
い
う
事
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
明
治

四
二
年
も
こ
う
し
た
状
況
の
連
続
の
な
か
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
代
助
が

平
岡
と
の
や
り
取
り
の
な
か
で
「
日
本
国
中
何
所
を
見
渡
し
た
つ
て
、
輝

い
て
る
断
面
は
一
寸
四
方
も
無
い
ぢ
や
な
い
か
。
悉
く
暗
黒
だ
」（
六
）

と
断
言
す
る
背
景
を
な
し
て
い
る
。

　

一
方
代
助
が
三
千
代
を
平
岡
に
譲
っ
た
三
年
前
に
当
た
る
明
治
三
九

年
（
一
九
〇
七
）
は
、
日
露
戦
争
の
戦
勝
の
余
韻
が
ま
だ
残
る
と
と
も
に
、

鉄
道
の
国
有
化
や
南
満
州
鉄
道
（
満
鉄
）
の
設
立
を
呼
び
水
と
す
る
企
業

熱
の
昂
揚
が
社
会
を
活
気
づ
け
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
田
山
花
袋
は

『
東
京
の
三
十
年
』（
一
九
一
七
）
で
こ
の
年
を
回
想
し
て
「
償
金
は
取
れ

な
か
つ
た
が
、
社
会
は
戦
勝
の
影
響
で
、
す
べ
て
生
々
と
し
て
活
気
を
帯

び
て
ゐ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
紙
一
重
と
は
い
え
大
国
の
ロ
シ
ア
と
戦
っ

て
負
け
な
か
っ
た
こ
と
は
日
本
人
に
強
い
自
信
を
与
え
、「
東
洋
人
種
の

保
護
者
」
と
し
て
の
「
国
民
の
自
覚
心
」
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
寿
ぐ

論
調
（『
太
陽
』
明
治
三
九
年
二
月
臨
増
号
）
も
見
ら
れ
た
。「
過
去
を
照
ら

す
鮮
や
か
な
名
誉
」
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
三
千
代
の
平
岡
へ
の
「
周

旋
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
の
年
の
春
に
漱
石
自
身
は
『
坊
つ
ち
や
ん
』
を

書
い
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
も
同
僚
の
た
め
に
教
頭
と
そ
の
腹

心
的
な
教
師
に
私
的
な
制
裁
を
加
え
て
、
勤
め
先
の
中
学
校
を
去
る
と
い

う
、
自
己
犠
牲
を
は
ら
む
〈
英
雄
的
〉
な
行
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
周

囲
と
の
衝
突
を
辞
さ
な
い
彼
の
威
勢
の
良
さ
に
は
や
は
り
戦
勝
の
昂
揚

感
が
浸
透
し
て
い
た
が
、
代
助
の
三
年
前
の
行
為
も
こ
う
し
た
昂
揚
し
た

空
気
の
感
化
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
側
面
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
代
助
は
三
年
後
の
現
在
か
ら
振
り
返
っ
て
、
そ
の
時
の
判
断

を
逆
に
訝
し
い
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
作
品
の
表
題
で

あ
る
「
そ
れ
か
ら
」
は
こ
う
し
た
彼
の
意
識
の
あ
り
方
を
巧
み
に
暗
示
し

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
代
助
が
平
岡
と
再
会
し
た
際
に
「
そ

れ
か
ら
、
以
後
ど
う
だ
い
」（
二
）
と
い
う
問
い
を
発
す
る
よ
う
に
、
こ

の
表
題
は
端
的
に
は
〈
三
千
代
と
別
れ
て
か
ら
〉
の
時
間
的
経
過
を
意
味

す
る
が
、
そ
の
起
点
が
「
そ
れ
」
と
い
う
曖
昧
な
形
で
し
か
名
指
し
え
な

い
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
大
胆
な
決
断
の
根
底
に
あ
る
も
の
が
そ

れ
だ
け
曖
昧
な
気
分
的
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
フ
ロ
イ
ト

は
自
我
の
下
層
に
あ
る
無
意
識
の
層
を
「
エ
ス
」
と
称
し
た
が
、「
エ
ス
」

は
ド
イ
ツ
語
の
「
そ
れ
」
で
あ
り
、「
自
我
と
エ
ス
の
間
に
明
瞭
な
境
界

は
な
く
、
自
我
は
下
の
方
で
エ
ス
と
合
流
し
て
い
る
」（
中
山
元
訳
、『
自

我
と
エ
ス
』

13
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
我
が
つ
ね
に
意
識
の
下

層
で
う
ご
め
い
て
い
る
欲
望
や
衝
動
の
備
給
を
受
け
る
こ
と
で
、
可
変
的

な
形
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
も
っ
て
い
た
。

　

漱
石
の
蔵
書
に
は
原
書
で
も
英
訳
で
も
フ
ロ
イ
ト
の
著
作
は
な
く
、
フ

ロ
イ
ト
の
言
説
を
そ
れ
自
体
と
し
て
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
乏
し
い
。
し

か
し
自
我
を
身
体
的
な
次
元
で
捉
え
る
フ
ロ
イ
ト
の
着
想
は
漱
石
が
影

響
を
受
け
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
の
類
縁
を
も
っ
て
い
る
。
両

者
に
共
通
す
る
の
は
と
も
に
人
間
の
自
我
が
外
部
的
な
存
在
の
浸
透
に
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よ
っ
て
変
容
を
蒙
る
相
対
的
な
概
念
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の

外
部
的
存
在
を
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
社
会
の
空
間
的
な
地
平
で
想
定
す
る
の

に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
の
内
面
の
深
層
に
求
め
て
い

る
。
し
か
し
人
間
の
欲
望
や
衝
動
は
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
対
象
が
外
部

に
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
喚
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
以
上
、こ
う
し
た
「
エ
ス
」

の
内
実
も
外
界
の
感
化
や
暗
示
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
誤
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

代
助
の
意
識
的
推
移
は
『
文
学
論
』
な
ど
で
漱
石
が
述
べ
る
F
の
変
容

の
論
理
と
合
致
し
て
い
る
。
三
年
前
の
彼
の
F
は
浪
漫
的
道
義
心
の
発
露

に
あ
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
た
も
の
が
戦
勝
に
よ
る
昂
揚
感
と
い
う

外
部
世
界
の
S
（
刺
激
）
で
あ
っ
た
。「
空
気
」
と
し
て
の
曖
昧
さ
を
は

ら
む
こ
の
S
な
い
し
暗
示
に
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
浸
透
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、三
千
代
の
「
周
旋
」
と
い
う
行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
F
は
三
年
間
の
時
代
的
変
容
に
よ
っ
て
消
え
去
り
、「
自
然
」

と
し
て
意
識
さ
れ
る
内
的
欲
求
へ
の
忠
実
さ
と
い
う
新
た
な
F
に
促
さ

れ
る
と
と
も
に
、
実
家
か
ら
の
結
婚
の
要
請
と
い
う
具
体
的
な
S
が
そ
の

促
し
を
強
め
る
こ
と
で
、
三
千
代
を
取
り
戻
す
と
い
う
判
断
に
代
助
は
導

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
然
」
へ
の
回
帰
と
い
う
主
題
が
『
そ
れ
か
ら
』
の
中
心
部
分

を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
代
助
が
こ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
意
識
に
上
ら
せ

る
叙
述
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。「
十
四
」
章
で
代
助
は
人
妻
と
な
っ
て

い
る
三
千
代
と
の
関
係
を
深
め
る
か
否
か
の
選
択
に
つ
い
て
「
自
然
の
児

に
な
ら
う
か
、
又
意
志
の
人
に
な
ら
う
か
」
と
い
う
迷
い
を
浮
か
ば
せ
、

嫂
の
梅
子
に
縁
談
を
断
る
意
向
を
示
し
た
後
、「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔

に
帰
る
ん
だ
」
と
い
う
決
意
を
「
胸
の
中
」
で
響
か
せ
る
。
奇
妙
な
の
は

か
つ
て
の
三
千
代
と
の
交
わ
り
か
ら
別
れ
に
至
る
経
緯
を
現
在
で
は
納

得
し
か
ね
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逆
に
そ
れ
が
「
自
然
の
昔
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
逆
説
も
、
そ
れ
が
彼
の
個
人
的

な
主
体
性
の
な
か
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ

は
多
分
に
時
代
の
空
気
に
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
成

り
行
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
自
然
」
な
性
質
を
帯
び
て
い
た
。
だ
と

す
れ
ば
そ
の
「
自
然
の
昔
」
に
帰
る
た
め
に
は
、
再
び
こ
の
時
代
に
流
れ

て
い
る
空
気
に
自
分
を
開
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
代
助
が
〈
帰
ろ
う
〉
と
し
て
い
る
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
に
は
、

巧
み
に
重
層
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
身
の
意
識
の
促

し
に
逆
ら
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
自
然
」
さ
で
あ
る
と
と
も
に
、
同

時
代
の
「
自
然
主
義
」
の
作
家
た
ち
が
摘
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
人
間

の
深
奥
に
渦
巻
く
欲
望
や
情
念
の
赤
裸
な
動
き
と
し
て
の
「
自
然
」
と
も

連
携
す
る
の
で
あ
る
。
長
谷
川
天
渓
が
描
く
よ
う
な
「
幻
滅
時
代
」
と
し

て
の
色
合
い
を
日
露
戦
争
後
の
社
会
は
強
め
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
国
家

と
し
て
の
自
律
と
独
立
を
西
洋
列
強
に
対
し
て
確
保
す
る
と
い
う
目
標

の
実
現
に
国
民
一
人
一
人
が
献
身
す
る
と
い
う
福
澤
諭
吉
的
な
観
念
の

束
縛
が
低
減
し
て
い
き
、
個
人
の
内
的
な
欲
求
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
生

き
方
が
あ
ら
た
め
て
浮
上
し
て
き
た
流
れ
で
も
あ
っ
た
。『
三
四
郎
』
で

も
話
題
と
な
っ
て
い
た
「
浪
漫
派
」
と
「
自
然
派
」
の
せ
め
ぎ
合
い
は
、『
そ

れ
か
ら
』
で
は
代
助
個
人
の
な
か
に
仮
構
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
三
年
前
に

し
た
こ
と
は
、
彼
の
な
か
で
高
ま
っ
て
い
た
道
義
心
に
よ
る
「
浪
漫
派
」

的
な
所
行
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
明
治
四
二
年
の
現
在
で
は
自
身
の
内
的
な

欠
如
感
を
満
た
そ
う
と
す
る
「
自
然
派
」
的
な
選
択
を
取
る
と
こ
ろ
へ
移

行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

14
、
代
助
の
三
千
代
へ
の
働
き
か
け
が
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彼
女
へ
の
〈
愛
〉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
を
苦

し
め
て
い
る
も
の
は
現
在
の
自
分
が
〈
不
自
然
〉
な
生
の
あ
り
方
に
放
置

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
彼
は
寝
る
時
に
も
自
分
の

心
臓
の
鼓
動
を
確
認
す
る
よ
う
な
漠
然
と
し
た
不
安
感
に
捉
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
核
に
あ
る
も
の
と
し
て
〈
三
千
代
の
不
在
〉
を
見
出
し
て
い

く
の
が
こ
の
作
品
に
お
け
る
展
開
の
軸
で
あ
り
、
そ
の
〈
不
在
〉
が
自
分

を
苦
し
め
る
〈
不
自
然
〉
さ
の
源
泉
で
あ
る
と
い
う
論
理
に
よ
っ
て
、
代

助
は
そ
れ
を
解
消
す
る
行
動
に
の
め
り
込
ん
で
い
く
。
そ
れ
は
紛
れ
も
な

く
同
時
代
の
自
然
主
義
と
の
共
鳴
を
は
ら
ん
だ
造
型
だ
が
、
ま
た
そ
れ
が

作
者
自
身
の
生
活
と
は
関
わ
り
な
く
、
時
代
の
空
気
を
「
綜
合
」
す
る
よ

う
に
虚
構
的
に
つ
く
ら
れ
た
主
人
公
に
託
す
と
こ
ろ
に
、「
小
生
は
小
説

を
作
る
男
で
あ
る
」（「
田
山
花
袋
君
に
答
ふ
」
一
九
〇
八
）
と
自
認
す
る
漱

石
の
、
反
自
然
主
義
者
と
し
て
の
面
目
が
現
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
註

1　

漱
石
は
「
写
生
文
」（
一
九
〇
七
）
の
な
か
で
、
大
人
が
子
供
を
眺
め
る
よ
う
な
眼

差
し
で
外
界
を
「
客
観
的
」
に
描
い
た
文
章
を
「
写
生
文
」
と
し
、「
西
洋
の
傑
作
と

し
て
世
に
う
た
は
る
ゝ
も
の
ゝ
う
ち
に
此
態
度
で
文
を
や
つ
た
も
の
」
の
例
の
一
つ

と
し
て
「
オ
ー
ス
テ
ン
の
作
物
」
を
挙
げ
て
い
る
。

2　

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
『
ウ
ェ
イ
ク
フ
ィ
ー
ル
ド
の
牧
師
』
に
つ
い
て
は
、
松
岡
陽

子
マ
ッ
ク
レ
イ
ン
は
そ
の
主
人
公
の
性
格
の
楽
天
的
な
素
朴
さ
が
、
我
執
を
離
れ
た

「
則
天
去
私
」
の
境
地
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
松
岡
に

よ
れ
ば
、
漱
石
は
牧
師
の
娘
で
あ
っ
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
伝
記
的
な
事
実
に
つ
い
て

は
ほ
と
ん
ど
知
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
彼
女
を
女
性
一
般
の
地
平
に
置
く
こ
と
に
よ
る
思

い
違
い
を
し
て
い
る
点
も
あ
る
と
い
う
。

3
　W

illiam
 Jam

es “The Principles of Psychology Volum
e 1”, D

over, 1950 (1890).

4　

オ
ッ
ト
ー
・
F
・
ボ
ル
ノ
ウ
『
気
分
の
本
質
』（
藤
縄
千
艸
訳
、
筑
摩
書
房
、

一
九
七
三
、
原
著
は
一
九
四
一
）。
ボ
ル
ノ
ウ
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「「
外
か
ら
」
生

ず
る
の
で
も
「
内
か
ら
」
生
ず
る
の
で
も
な
く
、
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
の
様
態
と

し
て
、
常
に
、
こ
の
存
在
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
て
く
る
」（『
存
在
と
時
間
』）
気
分
の

特
質
を
重
視
し
、
そ
れ
を
人
間
の
「
精
神
生
活
の
最
下
層
」
を
な
す
基
底
と
し
て
捉

え
て
い
る
。

5　

森
鴎
外
は
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
五
月
か
ら
翌
三
二
年
（
一
八
九
九
）
九
月

に
か
け
て
『
め
さ
ま
し
草
』
に
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
『
美
学
上
の
問
題
』
を
『
審
美
新

説
』
と
し
て
翻
訳
し
て
い
る
が
、
感
情
移
入
美
学
の
紹
介
が
本
格
的
に
な
さ
れ
る
の

は
明
治
三
八
年
九
月
に
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
島
村
抱
月
の
活
動
に
よ
っ
て
で

あ
る
。「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
六
・
一
）「
自
然
主
義
の
価

値
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
〇
八
・
五
）
な
ど
で
、
人
間
と
外
界
を
結
び
つ
け
る
契

機
と
し
て
の
「Stim

m
ung

」（
情
趣
、
情
調
、
気
分
）
の
な
か
で
自
他
の
合
一
が
達

成
さ
れ
る
と
い
う
論
理
を
展
開
し
、「
新
自
然
主
義
」
の
先
鞭
を
つ
け
た
。
本
論
で

述
べ
て
い
る
よ
う
に
漱
石
は
決
し
て
自
然
主
義
と
疎
遠
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
考
え
方
に
影
響
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
な
お
感
情
移

入
美
学
の
紹
介
に
つ
い
て
は
主
に
権
藤
愛
順
「
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の

受
容
と
展
開

―
「
新
自
然
主
義
」
か
ら
象
徴
主
義
ま
で
」（『
日
本
研
究
』
第
43
号
、

二
〇
一
一
・
三
）
を
参
照
し
た
。

6　

な
か
で
も
漱
石
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
と
推
さ
れ
る
感
情
移
入
美
学
の
紹
介

者
の
一
人
で
あ
る
島
村
抱
月
の
言
説
は
、
漱
石
の
そ
れ
と
か
な
り
重
な
る
面
が
あ

る
。
抱
月
は
自
然
主
義
と
写
実
主
義
を
区
別
し
、
後
者
が
自
然
の
外
形
の
模
写
に
と

ど
ま
る
の
に
対
し
て
、
前
者
は
「
単
に
自
然
と
い
ふ
以
上
に
或
る
条
件
を
加
へ
た
も

の
を
、
単
に
模
写
と
い
ふ
以
上
の
或
る
方
法
で
写
す
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
主
観
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の
情
趣
」
に
よ
っ
て
自
然
の
本
質
を
捉
え
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
論
を
提
示
し
て

い
る
（「
文
芸
上
の
自
然
主
義
」）。
こ
れ
は
主
体
の
気
分
に
浸
透
さ
れ
た
外
界
の
対

象
を
描
く
と
い
う
漱
石
の
趣
旨
と
も
連
携
し
、
ま
た
「
情
趣
」
も
「
気
分
」
も
同
じ

「Stim
m

ung

」
の
訳
語
で
あ
る
。
ま
た
情
趣
に
よ
る
自
然
の
把
握
と
い
う
姿
勢
は
一

種
の
象
徴
主
義
に
傾
斜
す
る
こ
と
に
な
り
、
田
山
花
袋
も
「
象
徴
派
」
が
「
自
然
派
」

か
ら
「
産
れ
出
た
真
珠
の
や
う
な
も
の
」
に
譬
え
て
い
る
（「
象
徴
派
」『
文
章
世
界
』

一
九
〇
七
・
一
〇
）
が
、
本
論
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
漱
石
も
基
本
的
に
表
現
を
主

体
の
気
分
の
象
徴
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
た
だ
自
然
主
義
の
作
家
た
ち
が
、
作
品
が

象
徴
す
る
も
の
が
人
間
の
内
的
な
生
命
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
漱
石
は
む
し

ろ
人
間
と
外
界
の
関
係
が
作
品
に
象
徴
さ
れ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
こ
に
両
者
の
差

異
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

7　

こ
の
引
用
は
春
陽
堂
か
ら
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
五
月
に
刊
行
さ
れ
た
単
行

本
に
よ
っ
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
』
初
出
に
よ
る
全
集
版
で
は
「
始
め
気
が
付
い
た
の

は
、
何
で
も
瑞

ス
ウ
ェ

典ー
デ
ンか

何
処
か
の
学
者
で
す
が
。
あ
の
彗
星
の
尾
が
、
太
陽
の
方
へ
引

き
付
け
ら
れ
べ
き
筈
で
あ
る
の
に
、
出
る
た
び
に
何
時
で
も
反
対
の
方
角
に
靡な

び

く
の

は
変
だ
と
考
へ
出
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
も
し
や
光
の
圧
力
で
吹
き
飛
ば
さ
れ

る
ぢ
や
な
か
ら
う
か
と
思
ひ
付
い
た
の
で
す
」
と
な
っ
て
い
る
。
単
行
本
版
で
挙
げ

ら
れ
て
い
る
「
マ
ク
ス
エ
ル
」
つ
ま
り
物
理
学
者
の
J
・
C
・
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
は
イ

ギ
リ
ス
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）
人
で
あ
り
、「
瑞

ス
ウ
ェ

典ー
デ
ンか

何
処
か
の
学
者
」
と
い
う
の
は

曖
昧
な
表
現
で
あ
る
。
単
行
本
を
出
す
際
に
記
述
を
詳
し
く
し
た
の
は
、
こ
れ
が
物

理
学
の
話
題
と
し
て
〈
近
年
〉
探
求
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
高
め
る

た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
修
正
自
体
が
光
圧
の
測
定
と
い
う
話
題
に
込
め
ら
れ

た
象
徴
性
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

8　

ニ
コ
ル
ス
＆
ハ
ル
の
実
験
に
つ
い
て
は
池
野
順
一
「
光
放
射
圧
に
よ
る
微
粒
子
操

作

―
三
四
郎
の
見
た
光
の
圧
力
と
は
？
」（
計
測
自
動
制
御
学
会　

第
15
回
セ
ン
シ

ン
グ
フ
ォ
ー
ラ
ム
資
料
、
一
九
九
八
）
を
参
照
し
た
。

9　
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』（
下
巻
、
一
九
三
二
）
に
よ
る
。

10　

小
森
陽
一
「
漱
石
の
女
た
ち

―
妹
た
ち
の
系
譜
」（『
文
学
』
一
九
九
一
冬
）。

11　

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
フ
ロ
ム
『
悪
に
つ
い
て
』（
鈴
木
重
吉
訳
、
紀
伊
国
屋
書
店
、

一
九
六
五
、
原
著
は
一
九
六
四
）。
近
親
相
姦
へ
の
傾
斜
に
つ
い
て
は
フ
ロ
イ
ト
の
理

論
が
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
現
実
に
は
フ
ロ
イ
ト
が
問
題
化
す
る
よ
う
な
母
子
間
の
性

的
関
係
よ
り
も
、き
ょ
う
だ
い
間
の
関
係
の
方
が
は
る
か
に
多
い
と
さ
れ
る
（
ロ
バ
ー

ト
・
ス
タ
イ
ン
『
近
親
性
愛
と
人
間
愛

―
心
理
療
法
に
お
け
る
〝
た
ま
し
い
〟
の

意
義
』
小
川
捷
之
訳
、
金
剛
出
版
、
一
九
九
六
、
原
著
は
一
九
七
三
）。

12　
「stray sheep

」
の
挿
話
が
新
約
聖
書
に
ち
な
む
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
語
自
体
は
新
約
聖
書
に
は
見
ら
れ
ず
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
『
ト

ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』（
一
七
四
九
）
に
初
め
て
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
捨
て
子
と
し

て
生
ま
れ
た
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
恋
人
と
の
結
婚
に
至
る
ま
で
の
軌
跡
が
描
か
れ

る
こ
の
作
品
で
、「stray sheep

」
と
い
う
言
葉
は
主
人
公
で
は
な
く
、
彼
と
肉
体
関

係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
夫
人
と
い
う
女
性
に
よ
っ
て
口
に
さ
れ
て
い

る
。
彼
女
は
高
い
教
養
を
も
ち
な
が
ら
、そ
れ
が
わ
ざ
わ
い
し
て
周
囲
の
怨
嗟
を
買
っ

た
り
す
る
女
性
で
あ
り
、
そ
の
自
身
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
の
言
葉
に
は
や
は
り
単

独
的
な
孤
立
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

13　

引
用
は
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
『
自
我
論
集
』（
竹
田
青
嗣
編
、
中
山
元

訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
）
に
よ
る
。
な
お
『
自
我
と
エ
ス
』
の
初
出
は

一
九
二
三
年
で
あ
る
。

14　

石
原
千
秋
「
反
＝
家
族
小
説
と
し
て
の
「
そ
れ
か
ら
」」（『
東
横
国
文
学
』
19
号
、

一
九
八
七
・
三
）
で
は
代
助
の
「「
過
去
」
の
恋
が
ま
さ
に
「
現
在
の
関
係
」
か
ら
逆

算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
現
在
の
自
己
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
過
去

を
虚
構
化
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
山
和
子
「「
そ
れ
か
ら
」

―
〈
自
然

の
昔
〉
と
は
何
か
」（『
國
文
学
』
一
九
九
一
・
一
）
で
は
「
彼
は
そ
れ
ほ
ど
三
千
代
を

愛
し
て
い
た
か
」
と
い
う
疑
念
が
投
げ
か
け
ら
れ
、
三
千
代
と
彼
の
兄
を
介
し
た
関
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係
が
崩
れ
た
こ
と
が
「
平
衡
を
失
つ
た
」
と
記
さ
れ
る
の
も
、「
そ
れ
ほ
ど
の
情
熱
を

持
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
の
粉
飾
に
す
ぎ
ま
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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こ
ん
な
冷
た
い
接ベ

ゼ吻
が
あ
る
も
の
か

そ
れ
に
う
つ
か
り
し
て
ゐ
る
と

対あ
ひ
て手

は
夢
の
や
う
に
と
け
て
し
ま
ふ

は
か
な
い
恋
の
一ひ

と
と
き時

だ
！

２

　

昼
間
の
街
中
を
通
り
過
ぎ
る
散
水
車
や
、
整
然
と
立
ち
並
ぶ
街
路
樹
の

プ
ラ
タ
ナ
ス
、
あ
る
い
は
束
の
間
の
心
地
よ
い
冷
や
や
か
な
触
感
も
た
ら

す
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
と
い
っ
た
、
ご
く
身
近
な
事
物
が
、
詩
人
に
と
っ
て

は
新
鮮
さ
を
惹
き
起
こ
し
つ
つ
一
つ
の
出
来
事
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く

る
。
そ
れ
ら
の
情
景
に
は
、
お
そ
ら
く
詩
人
の
み
な
ら
ず
都
市
生
活
者
の

多
く
が
す
で
に
馴
染
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
偶
然
接
し
た
折
に
感
知

し
え
た
新
た
な
相
貌
を
見
逃
さ
ず
、
な
お
か
つ
読
み
手
に
と
っ
て
も
違
和

感
を
与
え
ぬ
平
明
な
表
現
で
提
示
す
る
さ
ま
が
、
こ
の
二
篇
だ
け
で
も
確

認
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
引
用
し
た
「
撒
水
電
車
」
に
続
く
「
庭
」

で
は
、そ
の
〈
明
る
さ
〉
が
よ
り
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

日ひ
か
り光

を
あ
び
た
庭
の
風け

し
き景

は

寝
室
の
窓
か
ら
躍
り
こ
む

夏
の
朝
！

ぼ
く
の
寝ベ

ッ
ド台

の
白シ

ー
ツ布

の
う
へ
に

事
象
と
の
邂
逅
─
竹
中
郁
の
初
期
詩
篇
に
お
け
る
感
覚
に
つ
い
て
の
断
片
的
覚
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陶
山
大
一
郎

１
　

飄
々
、
軽
快
、
平
明
、
向
日
的

─
竹
中
郁
（
一
九
〇
四
─
一
九
八
二
年
）

の
詩
を
形
容
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
詩
人
の
生
前
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
ほ
ぼ
終
生
を
暮
ら
し
た

海
港
都
市
神
戸
の
白
砂
青
松
に
も
喩
え
ら
れ
る
そ
の
〈
明
る
さ
〉
は
、
と

り
わ
け
初
期
の
幾
篇
か
を
読
む
際
の
印
象
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
看
取
さ

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
に
そ
こ
で
は
、
日
常
の
う
ち
で
眼
に
し
た
事
物

や
出
来
事
が
、
都
会
的
な
機
知

─
こ
れ
も
竹
中
の
詩
を
語
る
際
に
は
多

く
の
場
合
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る

─
を
伴
い
つ
つ
軽
妙
に
描
か
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
第
一
詩
集
『
黄
蜂
と
花
粉
』（
一
九
二
六
年
）
の
冒
頭
を

飾
る
「
撒
水
電
車
」
や
、
同
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
氷

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

菓
」
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

こ
の
移
動
噴
水
は

懶
い
午ナ

ッ
プ睡

を
さ
ま
し
て
ゆ
く

見
よ
！

颯
爽
と

街ま

ち路
の
篠プ

ラ
タ
ン

懸
樹
は
整
列
し
た

1
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庭 の 樹 々 が 青 々 と 染

し

み つ い た

3

　
陽 光 に 彩 ら れ た 庭 の 景 色 と 、 そ れ を 映 し 出 す 「 白

シ ー ツ

布 」 ＝ 画 布

と い っ た 、 絵 画 に も な ぞ ら え ら れ る 事 物 間 の 関 係 が 、  「 日

ひ か り

光 」

の も た ら す 明 澄 性 の も と に 視 覚 的 与 件 と し て 描 き 出 さ れ る 。「 寝 室 」 と い う ご く 個 人 的 な 場 に お け る 光 景 は 、  「 夏 の 朝 」 の 爽や か さ と と も に 、 白 と 青 を 基 調 と し た 〈 明 る さ 〉 の う ち で 、 その 一 過 的 な 相 に お い て 捉 え ら れ て い る 。 ま た 、 五 つ の 語 に 付 され た ル ビ

─
こ の 所 作 は 、 と り わ け 初 期 詩 篇 で は 特 徴 的 で 、 第

四 詩 集 『 象 牙 海 岸 』

（ 一 九 三 二 年 ）

と 第 五 詩 集 『 署 名 』

（ 一 九 三 六

年 ）

で は 、 誌 篇 と 章 の 題 名 お よ び 数 字 を 除 く す べ て の 漢 字 に お

こ な わ れ る 徹 底 ぶ り で あ る

─
に よ っ て 視 覚 的 に も 注 意 を 引

き つ つ 、 事 物 と 同 様 の 身 近 な 言 葉 が 、 改 め て 清 新 さ を 吹 き 込 まれ て い る か の よ う の で あ る 。　
と こ ろ で 、 友 人 で あ っ た 稲 垣 足 穂 が 一 九 三 六 年 に 著 し た 竹 中

に 関 す る 文 章 で は 、 詩 に 関 す る 細 か い 解 説 は お こ な わ ず 、 主 にそ の 人 柄 に つ い て 語 る と す る 体 裁 が と ら れ て い る も の の 、 竹 中の 詩 を 理 解 す る う え で 示 唆 的 な 指 摘 が な さ れ て い る と 考 え られ る 。 都 会 的 な 洒 脱 さ の 感 じ ら れ る 竹 中 の 詩 を 揶 揄 す る 人 々 に対 し 、 彼 ら が 逸 し て い る の は 、  「 そ の 作 品 を 作 り 出 す 郁 さ ん その 人 、 そ の 周 圍 、 郁 さ ん に 詩 を 作 ら せ る 事 象 と 郁 さ ん の そ れ に對 す る 取 扱 ひ 方 」 と い う 「 デ リ ケ ー ト な 問 題 」 で あ る と 足 穂 は断 言 す る 。 そ し て 、

〔 … … 〕 硝 子 窓 に 映 つ て ゐ る 夕 雲 の 拭 き 消 す だ の 、 縄 跳 び を し

て ゐ る 女 の 子 は 球 の 中 に 入 つ て ゐ る だ の 、 イ ナ ビ カ リ の し た 空に 不 思 議 な 世 界 が 見 え た だ の 、 又 、 闘 牛 の 手 が 紅 い リ ボ ン を 脚に 縺 ま れ て ツ ン の め る の 、 そ れ か ら こ の 二 三 月 前 に は 燕 の 來 る三 等 郵 便 局 だ の 、 さ う い ふ 詩 を 讀 む と 、 か う い ふ 事 を 書 か せ ては 、 第 一 人 者 や な と 思 ふ 。

と し た う え で 、 こ れ を 堀 辰 雄 の 散 文 と 並 ん で 「 す こ ぶ る 注 目 すべ き 事 」 と み な し 、  「 他 の 者 が う つ か り 眞 似 し た ら 怪 我 を す る 」も の だ と 記 し て い る

4。 こ こ で は 堀 の 散 文 と し て 何 が 念 頭 に 置

か れ て い る の か は 明 示 さ れ て お ら ず 、 竹 中 の 詩 に 関 し て も 具 体的 な 引 用 が な さ れ て い る わ け で は な い た め 必 ず し も 確 定 は でき な い が

5、 少 な く と も 、 日 常 の 場 面 で 眼 に し た 何 気 な い 対 象

を モ チ ー フ と す る 際 の 、 詩 人 の 手 つ き の 特 異 性 に 注 視 す べ き こと が わ か る 。　
足 穂 の い う 「 事 象 」 と 、 詩 と し て 生 成 さ れ る 言 葉 と が 、 あ る

関 係 を 取 り 結 ぶ こ と を 可 能 に す る 契 機 と は 、  前 者 の 「 取 扱 ひ 方 」の う ち で 作 動 す る 作 り 手 自 身 の 感 覚 を お い て 他 に は あ る ま い 。そ し て す で に 挙 げ た 詩 篇 で も 確 認 し う る よ う に 、 竹 中 の 詩 に おい て そ れ は 、 と り わ け 視 覚 に よ る 把 捉 と い う か た ち で 現 れ て いる 。 だ が 、 そ の 性 質 上 、 他 の 詩 人 や 作 家 に 対 し て 模 倣 を 峻 拒 する こ と と な る 感 覚 と は 、 単 に 作 り 手 の 独 自 性 を 示 す 弁 別 的 な 徴と し て 機 能 す る に 留 ま ら ず 、 当 人 に と っ て も 同 様 の 峻 拒 を 呈 する も の と 化 す 可 能 性 は な い の だ ろ う か 。 と は い え そ れ は 、 時 の経 過 と と も に 生 じ る 作 風 の 変 遷

6や 、 そ れ に 呼 応 す る 関 心 の 多

様 化

7と い う か た ち で 結 果 的 に 回 避 さ れ う る よ う な 、 マ ン ネ リ

ズ ム へ の 危 惧 と い う の で は な く 、 む し ろ 詩 を 創 り 出 す 行 為 そ の
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も
の
に
お
い
て
働
く
根
本
原
理
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
竹
中
の
場
合
に

は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
態
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

点
に
お
い
て
、〈
明
る
さ
〉
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
形
容
が
図
ら
ず
も
喚
起

し
て
し
ま
う
平
板
な
印
象
と
は
別
の
相
貌
が
、『
象
牙
海
岸
』
へ
と
至
る

初
期
詩
篇
の
う
ち
に
垣
間
見
え
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、「
事
象
」
と

の
新
た
な
邂
逅
を
い
か
に
実
現
す
る
の
か
と
い
う
課
題
に
ま
つ
わ
る
も

の
と
、
ひ
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。

２
　
『
黄
蜂
と
花
粉
』
と
い
う
書
名
自
体
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
初

の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
数
篇
に
は
、
外
界
の
事
物
間
に
見
出
さ
れ
る
、
親

和
的
と
も
呼
び
う
る
結
び
つ
き
が
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

竹
中
の
代
表
作
と
し
て
も
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
「
晩
夏
」
は
、
そ
の
う
ち

の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

果く
だ
も
の
や

物
舗
の
娘
が

桃
色
の
息
を
は
き
か
け
て
は

せ
つ
せ
と
鏡
を
み
が
い
て
ゐ
る

澄
ん
だ
鏡
の
中
か
ら
は

秋
が
し
づ
か
に
生
れ
て
く
る

8

　

吐
く
息
の
「
桃
色
」
と
「
鏡
」
の
反
映
と
い
う
光
学
的
な
要
素
の
結
び

つ
き
か
ら
、そ
れ
ら
と
本
来
は
直
接
の
関
連
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
「
秋
」

の
現
出
へ
と
至
る
過
程
は
、
さ
ほ
ど
の
違
和
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
く

読
み
手
へ
と
提
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
偶
発
的
な
日
常
の
一
齣
が

詩
人
の
視
線
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
視
覚
の
う

ち
で
は
、
個
々
の
事
物
の
間
に
新
た
な
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
も
い

え
る
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
読
み
取
れ
る
よ
う
な
事
物
の
結

び
つ
き
に
関
し
て
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
の
比
較
も
検
討
し
う
る
の

だ
が
、
そ
の
点
は
今
お
く
と
し
て
、
ま
ず
は
竹
中
の
初
期
詩
篇
に
お
け
る

事
物
の
現
れ
の
傾
向
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

　

事
物
間
も
し
く
は
事
物
と
そ
れ
を
把
捉
す
る
者
と
の
間
の
親
和
的
な

関
係
性
と
い
う
点
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
と
り
わ
け
竹
中
の
詩
に
お

い
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
手
法
は
、
擬
人
化
で
あ
る
。
す
で
に
引
い
た

「
撒
水
電
車
」
で
は
、
散
水
車
が
午
睡
を
醒
ま
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
プ

ラ
タ
ナ
ス
が
そ
の
通
過
に
沿
う
か
た
ち
で
「
整
列
す
る
」
も
の
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
氷

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム

菓
」
で
も
、
当
の
対
象
は

「
対あ

ひ
て手

」
と
呼
ば
れ
、
食
す
る
者
の
口
へ
の
そ
の
接
触
は
「
接ベ

ゼ吻
」
に
も

喩
え
ら
れ
て
い
た
。『
黄
蜂
と
花
粉
』
に
は
こ
れ
ら
と
同
種
と
み
な
し
う

る
表
現
手
法
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
夕
暮
」
や
「
花
市
」
な
ど
は

そ
れ
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

み
ん
な
一
日
の
仕
事
が
す
ん
だ

お
太て

ん
と陽

さ
ま
も
家
へ
帰
つ
た

さ
て　

夜
に
な
る
と

風
さ
へ
軽
い
洋ス

テ
ツ
キ杖

を
つ
い
て

散
歩
に
出
か
け
に
や
つ
て
く
る

９
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雑 ひ と ご み

鬧 の 中 で
か よ わ い 呼 吸 を き ら し な が ら花 々 は 買 手 を ま つ て ゐ る咲 き き ら な い 愛 嬌 を 口 許

も と

に た め て

薔 薇 が 一 輪灯 あ か り

の 方 に む い て ゐ る

1 0

　
太 陽 や 風 、 花 と い っ た 自 然 物 が 擬 人 化 さ れ て い る こ れ ら の 詩

に は 、 端 的 に 詩 人 の 側 か ら の 共 感 に 近 い 親 密 さ が 漂 っ て い る 。こ の 他 に も 、  「 川 」

（  「 踊 り 疲 れ て ／ は だ か で ね た ／ 若 い 女 」  ）

1 1や  「 月

夜 」

（  「 蝙 蝠 が い つ ぴ き ／ 月 の 出 し ほ に 賭 博 場 へ で か け た 」  ）

1 2と い っ

た わ ず か 数 行 の 詩 篇 に 同 様 の 感 覚 が 働 い て お り 、 そ れ ら は 総 じて ア ン ト ロ ポ モ ル フ ィ ッ ク な 視 線 で あ る と い え る 。　
第 二 詩 集 『 枝 の 祝 日 』

（ 一 九 二 八 年 ）

以 降 に お い て も 、 擬 人

化 の 手 法 に よ る 類 似 し た 傾 向 の 詩 篇 は い く つ か 認 め ら れ る 。シ ョ ー ウ ィ ン ド ウ に 映 っ た 「 日

パ ラ ソ ル

傘 の 女 」

─
通 り を 歩 く 女 性 の

反 射 像 と も 、  「 飾

シ ヨ ウ ウ イ ン ド ウ

窓 」 越 し に 見 え る マ ネ キ ン の 姿 と も と れ

る
─
が 、 通 過 す る 電 車 の 音 の 振 動 に よ り 「 身

か ら だ ぢ う

体 中 で し ば ら く

笑 つ た 」 と す る 光 景

（  「 街 角 」

1 3）
や 、  「 死 ん で ゐ る 吸 入 器 」 を

前 に し て 、  か つ て の 恋 人 ＝ 「 貴

あ な た

女 」 の 姿 が 連 想 さ れ る 過 程

（  「 吸

入 器 」

1 4）
な ど に 現 れ る 、 無 機 物 と 有 機 物 と の 等 号 化 は 、 そ の

代 表 例 で あ る 。　
擬 人 化 と は 異 な り 、 捉 え ら れ た 事 物 が 他 の 事 物 へ と 重 ね 合 わ

さ れ る 隠 喩 的 な 表 現 を 用 い た も の と し て は 、 と り わ け 第 一 詩 集に 読 ま れ る 、  「 だ ま つ て

　
こ の 羽 毛 に 埋

う も

れ て ゐ や う ／ き れ い な

白 鳥 の 羽 交 締 だ ！ 」 と い う 「 雪 」

1 5が 、 詩 人 に と っ て 親 和 的 な

関 係 性 を な し て い る も の と し て 挙 げ ら れ る 。 ま た 、 パ リ を 中 心に ヨ ー ロ ッ パ に 遊 学 し て い た 時 期

（ 一 九 二 八 年 三 月 ─ 一 九 三 〇 年

二 月 ）

に 作 ら れ た 断 章 的 作 品 の ひ と つ 、  「 エ ツ フ エ ル 塔 」

（ 第 三

詩 集 『 一 匙 の 雲 』  （ 一 九 三 二 年 ） 所 収 ）

に 簡 潔 に 記 さ れ て い る 、 楽

器 と し て の 人 工 の 建 造 物

（ エ ッ フ ェ ル 塔 ）

と 、 演 奏 者 ・ 伴 奏 者

と し て の 自 然 物

（ 風 、 セ ー ヌ 川 ）

と が 、 音 楽 的 に 調 和 し て い る

情 景 な ど も

1 6、 月 並 み な 着 想 と も い え よ う が 、 こ の 系 列 に 付 け

加 え ら れ る だ ろ う 。　
一 方 、  『 黄 蜂 と 花 粉 』 に 収 め ら れ て い る 「 箱 馬 車 」

1 7で は 、  「 こ

の 手 風 琴 は ／ あ ま り い い 音

ね

を 発 し な い 」 と 言 わ れ 、 事 物 に 対 す

る 非 親 和 的 な 関 係 が 認 め ら れ る 。 ま た 、  同 詩 集 の 「 室 内 」

1 8や 、

詩 集 に は 収 め ら れ な か っ た 「 土 の パ イ プ 」

1 9に も 、 と き に 擬 人

化 が 用 い ら れ つ つ 、 日 常 生 活 の 品 々 と の 間 に 生 ず る 齟 齬 の 感 覚が 断 章 的 に 描 か れ て い る こ と が 看 取 し う る 。 だ が そ れ す ら も 、た と え ば ジ ョ ル ジ ョ ・ ア ガ ン ベ ン が 一 九 世 紀 フ ラ ン ス の 風 刺 画家 グ ラ ン ヴ ィ ル の 作 品 に 見 出 し た 「 物 の 悪 意 」 と い う 事 態 、 すな わ ち 、 日 常 で 接 す る 事 物 が そ れ を 扱 う 者 に 対 し て 違 和 感 を 生じ さ せ 、 た と え 一 瞬 で あ れ 自 ら の 存 在 を 顕 在 化 す る と い う 事 態─
そ れ は 、 ア ガ ン ベ ン が 詳 細 に 論 じ て い る よ う に 、 密 か に 商

品 経 済 と い う 問 題 に 深 く か か わ る 出 来 事 と 捉 え う る

2 0─
と は

些 か 異 な り 、 あ る 種 滑 稽 味 を 帯 び た 、 親 密 さ の 裏 返 し と し て の表 現 と 捉 え る こ と が で き る 。　
し か し な が ら 、 以 上 に 挙 げ た 詩 篇 が 醸 成 す る 親 和 的 な 雰 囲 気

に も か か わ ら ず 、 詩 人 の 視 線 に よ っ て 捉 え ら れ る 事 象 が 、 つ ね
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に
親
密
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
と
は
、
必
ず
し
も
断
定
で
き
な

い
。
初
期
の
詩
の
う
ち
に
は
、
現
実
に
対
す
る
違
和
の
表
明
も
散
見
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
『
枝
の
祝
日
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
「
神
経
」

で
は
、
外
界
の
事
物
の
う
ち
に
設
定
さ
れ
る
関
係
の
親
和
性
を
謳
う
の
と

は
異
質
な
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

昇リ

フ

ト
降
機
で
屋
上
庭
園
へ
運
ば
れ
た
僕
は

自
分
自
身
が
信
用
で
き
な
い

僕
は
あ
の
中
へ
体
重
を
忘
れ
て
き
た　

帽
子
と
一
緒
に

見
下
ろ
す
歩
道
の
群
衆
の
中
に

真ほ
ん
と実

の
僕
が
帽
子
を
か
む
つ
て

ゆ
つ
く
り
歩
い
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い

こ
ゝ
は
飛
行
機
の
や
う
に
風
が
強
い

僕
に
は
ま
る
で
目あ

て的
が
な
い
の
だ

僕
は
皺
く
ち
や
の
新
聞
紙
の
や
う
に

屋
上
庭
園
の
片
隅
へ
吹
き
よ
せ
ら
れ
て
し
ま
つ
た

僕
に
は
こ
の
柵
を
越
え
て

街
路
へ
跳
び
下
り
る
よ
り
仕
方
な
い
の
だ

跳
び
下
り
や
う
！

真ほ
ん
と実

の
僕
は
き
つ
と
あ
す
こ
を
歩
い
て
ゐ
る

21

　

屋
上
か
ら
柵
を
飛
び
越
え
て
眼
下
の
世
界
へ
と
降
り
立
と
う
と
す
る

所
作
は
、
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
を
探
し
求
め
て
冥
府
へ
と
赴
く
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス

─
竹
中
が
敬
愛
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
が
、
戯
曲
や
映
画
で

幾
度
か
主
題
化
し
た
神
話
的
形
象
で
あ
る

─
の
そ
れ
に
も
比
較
し
う

る
が
、「
僕
」
に
そ
の
所
作
を
促
す
の
は
、
高
所
へ
と
連
れ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
る
上
昇
感
や
、
そ
の
場
に
吹
く
「
風
」
の
作
用
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ

た
、自
ら
の
存
在
の
事
物
化
・
希
薄
化
の
感
覚
で
あ
る
。
詩
的
主
体
の
〈
神

経
〉
─
そ
れ
は
感
覚
の
別
の
謂
で
あ
る

─
に
作
用
す
る
「
屋
上
庭
園
」

の
環
境
は
、
親
密
さ
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
関
係
性
を
強
い
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
、「
見
下
ろ
す
歩
道
の
群
衆
」
と
い
う
、
日
常
的
な
空
間
を

体
現
す
る
別
の
現
実
へ
の
移
行
を
決
断
さ
せ
る
契
機
と
な
る
。

　

こ
の
第
二
詩
集
の
ほ
ぼ
全
体
を
通
じ
て
〈
疲
労
〉
や
〈
憂
鬱
〉
と
い
う

言
葉
が
反
復
的
に
用
い
ら
れ
る
点
か
ら
見
て
も
、
身
の
回
り
の
現
実
に
対

す
る
違
和
は
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
た
親
和
性
と
並
行
し
て
感
じ
取
ら
れ
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
。
初
期
の
作
品
で
、
と
り
わ
け
こ
の
側
面
を
体
現
し

て
い
る
事
物
と
考
え
ら
れ
る
の
は
〈
鏡
〉
で
あ
る
。「
晩
夏
」
に
お
け
る

と
き
と
は
異
な
り
、〈
鏡
〉
は
見
る
者
の
内
面
を
忠
実
に
映
し
出
す
も
の

で
も
、
あ
る
い
は
近
し
い
対
話
者
と
し
て
で
も
な
く
、
自
身
と
の
ズ
レ
を

生
じ
さ
せ
る
契
機
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。『
枝
の
祝
日
』
の
「
退
屈
」
で
は
、「
鏡
の
中
で
僕
の
髪
は
／
退
屈

の
や
う
に
伸
び
放
態
だ
」

22
と
い
う
か
た
ち
で
、
自
身
の
反
映
に
よ
る
異

化
の
感
覚
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
化
粧
」
に
お
い
て
は
、
女
性
が

覗
き
込
ん
で
い
る
鏡
は
、「
他
人
の
心
の
や
う
に
冷
た
い
の
だ
／
鏡
の
裏

で
雀
の
や
う
に
枯
葉
が
嗤わ

ら笑
ふ
」

23
と
、
見
る
者
に
対
し
て
冷
笑
的
な
事

物
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
象
牙
海
岸
』
中
の
「
ボ
ク
の
反
射
」

に
は
、
鏡
像
と
の
間
に
生
ず
る
確
執
が
よ
り
鮮
明
に
表
さ
れ
て
い
る
。

　

鏡か
が
みの

中な
か

へ
私わ

た
しは

這は

ひ入
つ
て
ゆ
け
な
い
。
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———　感覚の組織化　———

　

私わ
た
しは

断こ
と

わ
ら
れ
る
。

　

鏡か
が
みの

中う
ち

に
私わ

た
しの

カ
ラ
ア
、
私わ

た
しの

ネ
ク
タ
イ
、
私わ

た
しの

カ
フ
ス
釦ボ

タ
ン鈕

な
ど
が

散ち

ら
ば
つ
て
ゐ
る
。

　

く
づ
れ
落お

ち
た
私わ

た
しを

拾ひ
ろ

ひ
集あ

つ

め
よ
う
と
し
て
、
手て

を
差さ

し
伸の

べ
る
。

　

私わ
た
しの

手て

を
つ
か
ま
へ
て
、
私わ

た
しで

な
い
私わ

た
しが

、

　
「
お
ま
へ
と
と
も
に
居ゐ

た
く
は
な
い
。

　
　

お
ま
へ
は
そ
の
儘ま

ま

で
ゐ
る
の
が
い
い
ん
だ
。」

と
命め

い
れ
い令

す
る
や
う
に
叫さ

け

ぶ
。

　

私わ
た
しは

崩く
づ

折を

れ
る
。
白し

ろ

い
灰は

ひ

の
や
う
に
。

　

光ひ
か
りを

前ま
へ

に
し
て

24
。

　

鏡
像
に
見
出
さ
れ
る
自
我
解
体
の
さ
ま
や
、
鏡
と
の
齟
齬
の
感
覚
は
、

分
身
な
い
し
は
二
重
人
格
と
い
う
主
題
に
引
き
つ
け
て
、
さ
ら
に
考
察
す

る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
事
物
の
よ
そ
よ
そ
し
さ
と
い
う
点

で
は
、
こ
の
詩
が
書
か
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
遊
学
中
の
心
理
状
況
を
語
る
も

の
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
竹
中
の
詩
に

お
け
る
感
覚
を
考
え
る
う
え
で
こ
の
作
品
が
何
よ
り
も
重
要
と
な
る
の

は
、
最
後
に
現
れ
る
「
光ひ

か
り」

と
い
う
語
の
存
在
に
よ
る
。

　

福
田
知
子
は
、
あ
く
ま
で
も
「
詩
風
の
変
換
期
に
お
け
る
既
刊
詩
集
の

大
ま
か
な
性
格
上
の
分
類
」
で
あ
る
と
断
っ
た
う
え
で
、
各
詩
集
に
対
す

る
〈
光
〉
と
〈
影
〉
と
い
う
二
分
法
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

詩
人
の
青
春
期
の
二
作
の
う
ち
、『
黄
蜂
と
花
粉
』
は
〈
光
〉
を
、『
枝
の

祝
日
』
は
〈
影
〉
を
な
し
て
い
る
と
さ
れ
る

25
。
こ
の
明
暗
の
区
別
が
、

詩
人
の
意
識
に
立
ち
現
れ
る
事
象
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
捉
え
る
際
の
意

識
自
体
の
状
態
に
見
受
け
ら
れ
る
、
親
和
性
の
多
寡
を
指
す
と
す
る
な
ら

ば
、
た
し
か
に
大
き
な
傾
向
と
し
て
は
首
肯
し
え
よ
う
。
ま
た
、
作
品

で
用
い
ら
れ
て
い
る
語
彙
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
色
彩
を
表
す

語
が
前
者
で
頻
出
す
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
減
少
す

る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
事
実
が
確
認
さ
れ
る
（
た
だ
し
こ
の
傾
向
は
、〈
光
〉

の
側
の
詩
集
と
し
て
福
田
が
位
置
づ
け
る
『
象
牙
海
岸
』
に
お
い
て
も
実
際
に

は
認
め
ら
れ
る
）。
闇
あ
る
が
ゆ
え
の
光
で
あ
り
、
詩
人
の
向
日
性
に
は
つ

ね
に
そ
の
暗
部
が
伴
わ
れ
て
い
る
と
す
る
指
摘
も
す
で
に
な
さ
れ
て
は

い
る

26
。
だ
が
、
鏡
の
照
り
返
す
「
光ひ

か
り」

を
前
に
し
て
崩
れ
落
ち
る
詩
的

主
体
の
姿
を
見
る
と
き
、〈
明
る
さ
〉
の
程
度
を
基
準
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
な
り
詩
集
な
り
を
性
格
づ
け
る
こ
と
に
さ
し
て
有
効
性
が
あ
る

と
は
思
わ
れ
な
い
。

　

明
暗
の
対
比
や
親
和
性
の
有
無
を
通
底
し
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
む
し

ろ
新
た
な
事
象
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
へ
の
詩
人
の
関
心
が
反
復
的
に
表

さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
影
像
も
含
め
、
同
一
と
思
わ

れ
て
い
た
も
の
が
別
の
様
相
を
呈
す
る
機
会
へ
と
つ
ね
に
開
か
れ
、
そ
れ

を
詩
と
し
て
定
着
し
て
い
る
さ
ま
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
十
代
の
頃
の
作
と
さ
れ
る
『
黄
蜂
と
花
粉
』
中
の
「
万
華
鏡
序
詩
」

27
は
す
で
に
、
個
々
の
像
が
描
き
出
す
事
象
の
変
化
へ
の
関
心
を
即
物
的

に
あ
ら
わ
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
し
、
同
詩
集
の
「
海
の
色
調
」

28

で
は
、
題
名
も
示
す
よ
う
に
、「
わ
た
し
」
に
対
し
て
「
き
の
ふ
」
と
「
け

ふ
」
の
海
が
呈
す
る
色
調
の
変
化
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

清
岡
卓
行
は
、
第
五
詩
集
『
署
名
』（
一
九
三
六
年
）
に
収
め
ら
れ
た
散

文
詩
「
半
身
像
」
の
う
ち
に
、「
二
十
代
末
の
自
分
の
内
心
の
形
を
〔
…
…
〕

日
常
的
現
実
に
お
け
る
偶
然
が
あ
た
え
て
く
れ
た
一
瞬
の
う
ち
に
茫
然

と
眺
め
る
」

29
さ
ま
を
確
認
し
て
い
る
。

　

大お
ほ

き
な
雨あ

め

が
雨あ

ま

戸ど

を
蹴け

る
。
下ど

ぶ
水
溝
を
ビ
イ
ル
罎び

ん

の
こ
ろ
が
つ
て
ゆ
く
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音お
と

が
す
る
。
雨あ

ま

戸ど

を
あ
け
る
。
稲い

な
づ
ま妻

が
庭に

は

の
秘ひ

密み
つ

を
私わ

た
しに

見み

せ
て
ゆ
く
。

荒あ

れ
た
庭に

は

に
、
私わ

た
しの

す
て
た
シ
ガ
レ
ツ
ト
の
罐く

わ
んや

燐マ
ツ
チ寸

の
軸ぢ

く

が
落お

ち
て
ゐ

る
。
新あ

た
らし

い
愛あ

い

の
や
う
に
生い

き
生い

き
と
し
て
、
そ
し
て
一
瞬し

ゆ
んの

う
ち
に
消き

え
て
し
ま
つ
た
あ
れ
ら
。
雨あ

め

は
や
ま
な
い
。
あ
い
た
雨あ

ま

戸ど

に
い
つ
ま
で
も

動う
ご

か
ぬ
私わ

た
しの

半は
ん
し
ん
ざ
う

身
像
が
く
つ
つ
い
て
ゐ
る
。
あ
れ
ら
が
、
私わ

た
しの

な
か
で
生い

き
て
く
る

30
。

　
「
稲い

な
づ
ま妻

」
の
光
る
一
瞬
の
う
ち
に
、
庭
に
散
ら
ば
っ
た
事
物
を
介
し
て
、

か
つ
て
の
生
の
記
憶
が
現
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
過
去
へ

の
回
顧
が
、
偶
然
性
の
も
と
に
生
じ
た
だ
け
と
も
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

回
顧
さ
れ
た
生
の
一
齣
一
齣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
新あ

た
らし

い
」、
そ
し
て
一

過
的
な
「
愛あ

い

」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
点
に
は
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
身
の
回
り
の
事
象
が
絶
え
ず
新

た
な
相
貌
を
呈
し
つ
つ
日
常
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
対
し
、
詩
人

の
眼
が
そ
れ
以
前
か
ら
鋭
敏
で
あ
っ
た
点
は
、
た
と
え
ば
『
象
牙
海
岸
』

中
の
「
ス
エ
ズ
以
東
」
に
記
さ
れ
た
以
下
の
一
節
に
も
明
確
に
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

跨こ

線せ
ん

橋け
う

を
越こ

し
な
が
ら
、
ほ
ん
の
四
十
秒び

や
うく

ら
ゐ
、
い
つ
も
と
違ち

が

つ
た

眼め

で
自じ

分ぶ
ん

の
町ま

ち

を
見み

下お

ろ
す
と
、
そ
の
度た

び

ご
と
に
、
見み

も
知し

ら
ぬ
新あ

た
らし

い

路ろ

次じ

の
あ
る
の
を
み
つ
け
る

31
。

　

稲
光
の
瞬
間
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
一
分
に
も
満
た
な
い
わ
ず
か
な

時
間
の
う
ち
に
、
馴
染
み
の
景
色
が
別
の
面
を
提
示
す
る
に
至
る
に
は
、

た
し
か
に
見
る
側
が
「
い
つ
も
と
違ち

が

つ
た
眼め

」
を
持
つ
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
事
象
の
微
細
な
変
化
そ
の
も
の
へ
と
注

視
す
る
感
覚
だ
と
も
い
え
る
。
竹
中
に
と
り
、
そ
の
よ
う
に
刻
々
と
変
容

す
る
事
象
は
、
何
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
の
み
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
先
に
指
摘
し
た
万
華
鏡
が
そ
う
で
あ
り
、「
海
の
色
調
」
と
同
様
、

神
戸
か
ら
稲
垣
足
穂
の
い
る
明
石
へ
と
車
で
向
か
う
途
中
で
眼
に
し
た

窓
外
の
海
の
景
色
、「
幾
度
な
が
め
て
も
眺
め
る
た
び
に
新
し
い
感
興
を

う
け
る
や
う
な
性
質
」

32
を
も
っ
た
海
の
景
色
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
は
、「
見
る
た
び
に
ど
こ
か
に
新
し
い
も
の
を
加
へ
て
」

33
現
れ

る
足
穂
当
人
の
姿
に
も
通
じ
る
経
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　

鏡
像
や
光
、
あ
る
い
は
明
暗
の
対
比
が
言
及
し
う
る
と
い
う
事
実
か
ら

も
推
し
量
ら
れ
る
よ
う
に
、
竹
中
の
詩
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
き
ま
っ
て
、
そ

の
視
覚
的
な
側
面
が
言
及
さ
れ
る

34
。
そ
れ
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
事

柄
を
詩
人
の
伝
記
的
な
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
第
二
神
戸
中
学
で
同
窓
と

な
っ
て
以
来
の
親
友
で
あ
る
画
家
小
磯
良
平
と
の
関
係
や
、
彼
と
同
じ
く

か
つ
て
は
画
家
を
志
望
し
、
自
作
の
作
品
や
詩
集
の
装
丁
に
自
ら
の
手
に

な
る
挿
画
を
た
び
た
び
付
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
晩
年
に
は
、「
私
は

文
学
で
め
し
を
食
っ
て
い
る
が
、
体
質
は
視
覚
型
で
、
色
彩
感
覚
は
す
ぐ

れ
た
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
」

35
と
も
漏
ら
し
て
い
た
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

前
節
で
引
用
し
た
「
晩
夏
」
は
、「
桃
色
の
息
」
と
「
澄
ん
だ
鏡
」
と

い
う
要
素
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
竹
中
の
詩
の
視
覚
的
な
性
格

を
例
示
す
る
作
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
西
脇
順
三
郎
は
こ
の

詩
に
関
し
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
発
想
に
近
づ
け
た
解
釈
を
提
示
し
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て
い
る

36
。
竹
中
の
多
く
の
詩
篇
に
認
め
ら
れ
る
、
コ
ク
ト
ー
の
よ
う
な

機
知
に
富
ん
だ
詩
風
と
は
違
い
、
こ
の
作
品
に
現
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
「
ラ

ン
ボ
ー
的
」
で
あ
る
と
形
容
す
る
西
脇
は
、
そ
こ
で
は
「
夢
と
現
実
と

が
混
合
し
て
い
る
の
で
な
く
化
合
し
て
い
る
」
と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
コ
ク
ト
ー
／
ラ
ン
ボ
ー
と
い
っ
た
峻
別
は
西
脇
の
論
で
は

必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
節
が
あ
る
。
前
者
の
作
風
に
近

い
竹
中
の
詩
に
見
出
さ
れ
る
「
芸
術
的
ウ
ィ
ッ
ト
」
を
定
義
す
る
に
あ
た

り
、「
相
反
す
る
二
つ
の
も
の
か
、
観
念
の
連
想
と
し
て
遠
く
か
け
は
な

れ
て
い
る
二
つ
の
も
の
を
連
結
す
る
超
自
然
的
な
超
現
実
的
な
想
像
力

す
な
わ
ち
「
イ
ロ
ニ
イ
」
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
も
、

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
の
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」（
一
九
二
四
年
）

で
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
人
口
に
膾
炙
し
た
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
ヴ
ェ
ル

デ
ィ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
定
式

37
に
似
た
発
想
が
、
つ
ね
に
念
頭
に
置
か
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
論
じ
る
に
際
し
て
、
西
脇
は
ブ
ル
ト
ン
に
依
拠

し
つ
つ
「
融
合
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
の
だ
が
、
竹
中
の
詩
に
お
け

る
感
覚
の
様
態
を
考
え
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
先
ほ
ど
引
い
た
「
化
合
」

と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ

は
、
視
覚
上
の
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
受
け
取
っ
た
場
合
で
あ
り
、
こ
の

と
き
、
竹
中
が
後
年
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ス
ー
ラ
の
分
割
主
義
に
つ
い
て
書
い

た
以
下
の
言
及
が
示
唆
的
な
も
の
と
な
る
。

　

し
か
し
、
同
じ
点
描
法
で
も
、
そ
れ
ら
〔
シ
ニ
ャ
ッ
ク
な
ど
他
の
分
割

主
義
の
画
家
た
ち
〕
と
ス
ー
ラ
と
を
思
い
く
ら
べ
る
と
、
ス
ー
ラ
の
遣
り

口
は
全
く
ち
が
っ
て
い
た
。
ス
ー
ラ
の
は
全
く
別
個
の
色
彩
を
隣
り
合
せ

に
置
い
て
あ
る
。
そ
の
二
個
の
色
彩
が
激
突
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
見

る
も
の
の
目
の
網
膜
の
視
細
胞
を
刺
戟
す
る
。
画
家
が
パ
レ
ッ
ト
の
上
で

混
ぜ
合
せ
て
中
間
色
を
生
む
よ
り
も
、
ス
ー
ラ
が
こ
う
し
て
二
個
以
上
の

色
彩
を
隣
り
合
せ
て
生
み
出
す
視
覚
の
上
の
色
彩
の
方
が
、一
層
ふ
か
く
、

一
層
か
が
や
か
し
く
、
一
層
不
可
思
議
な
効
果
を
見
る
も
の
に
感
じ
さ
せ

る
よ
う
に
見
え
た

38
。

　

パ
リ
滞
在
中
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
美
術
館
に
足
繁
く
通
っ
て
は
鑑
賞

し
た
ス
ー
ラ
の
作
品
の
う
ち
に
、
シ
ニ
ャ
ッ
ク
た
ち
と
の
技
法
上
の
決
定

的
な
相
違
を
捉
え
た
点
に
は
、
た
し
か
に
竹
中
の
「
色
彩
感
覚
」
の
鋭
さ

の
一
端
が
現
れ
て
い
よ
う
が
、
分
割
主
義
の
記
述
と
し
て
は
、
端
的
に
網

膜
上
で
の
色
彩
の
混
合
に
触
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
さ
し
て
目
新
し
い

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
竹
中
が
そ
の

よ
う
な
表
現
を
用
い
ず
に
い
る
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
（
そ
し
て
西

脇
も
ま
た
、
竹
中
の
詩
に
つ
い
て
は
「
夢
と
現
実
と
が
混
合
し
て
い
る
の
で
な
」

い
と
、
簡
潔
な
が
ら
指
摘
し
て
い
た
）。
ス
ー
ラ
の
絵
の
魅
力
は
、
あ
く
ま

で
も
隣
接
す
る
「
別
個
の
色
彩
」
の
「
激
突
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
刺
戟
」

に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
受
容
す
る
側
は
、
個
々
の
小
さ
な
筆

触
を
〈
融
合
〉
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
関
係
か
ら
も
た
ら
さ
れ

る
そ
の
「
刺
戟
」
に
感
覚
的
に
反
応
す
る
こ
と
で
、
自
ら
新
た
な
色
彩
を

生
み
出
す
こ
と
と
な
る
。

　

異
な
る
色
彩
同
士
の
関
係
と
い
う
点
で
は
、
補
色
の
そ
れ
が
代
表
的
な

も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
が
、『
黄
蜂
と
花
粉
』
の
「
桜
果
」
は
そ
れ
を

明
確
に
意
識
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

緑
色
の
朝

ブ
レ
ク
フ
ア
ス
ト

餐
卓



70

丹
念
に
み
が
き
た
て
た
食
器
の
顔
に

微
笑
が
あ
る

─
赤
い
桜さ

く
ら
ん
ぼ果

！
39

　

テ
ー
ブ
ル
の
緑
と
果
実
の
赤
の
対
比
が
、「
み
が
き
た
て
ら
れ
た
食
器
」

の
明
澄
さ
と
と
も
に
、
鮮
明
な
映
像
と
し
て
見
る
者
に
現
出
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
同
時
に
、「
顔
」
や
「
微
笑
」
と
い
っ
た
擬
人
化
の
作
用
も
生

じ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
色
彩
の
対
比
や
明
度
に
対
す
る
詩
人
自
身
の

感
応

─
第
三
詩
集
『
一
匙
の
雲
』
の
一
章
の
表
題
、「
リ
ト
マ
ス
氏
感

覚
反
応
紙
」
に
い
み
じ
く
も
現
れ
て
い
る
言
葉
で
も
あ
る

─
の
結
果
と

し
て
の
、
事
象
の
「
取
扱
ひ
方
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

前
節
で
も
簡
潔
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
黄
蜂
と
花
粉
』
に
お
い
て
色

彩
を
表
す
語
彙
は
、
こ
れ
ま
で
に
引
用
し
て
き
た
詩
篇
に
見
出
さ
れ
る
も

の
の
他
に
も
、「
造
化
術
」

40
の
白
や
、「
あ
る
夜
景
」

41
の
飴
色
と
青
な
ど
、

全
篇
に
わ
た
っ
て
頻
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
竹
中
の
自
負
す
る
「
色
彩

感
覚
」
の
顕
著
な
現
れ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
外
界
か
ら
も
た
ら

さ
れ
る
視
覚
的
与
件
へ
の
感
応
と
い
う
点
で
、
こ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な

の
は
、
同
詩
集
の
「
冬
の
倦
怠
」
に
お
い
て
明
示
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、〈
光
〉
が
詩
を
生
み
出
す
行
為
と
深
く
関
係
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

僕
の
眼
は
古
い
Ｐピ

・
Ｏオ

・
Ｐピ

の
や
う
に
し
か
感
光
し
な
い

冬
は
硝
子
戸
の
外
で
荒
れ
て
ゐ
る

波
が
渚
に
食
塩
を
撒
い
て
ゐ
る

鶏
は
垣
根
の
隅
へ
鉋
屑
の
や
う
に
吹
き
よ
せ
ら
れ
て
し
ま
つ
た

勿
論
こ
ん
な
日ひ

ざ
し射

の
う
す
い
日
に

詩
な
ん
か
感
光
す
る
筈
が
な
い
の
だ
か
ら

僕
は
眼
を
閉
ぢ
て
雲
の
や
う
な
安
楽
椅
子
に
乗
つ
て
ゐ
る

42

　

日
光
写
真
の
印
画
紙
の
よ
う
に
、
日
射
し
が
弱
ま
る
と
感
度
が
下
が
っ

て
し
ま
う
詩
人
の
感
興
は
、
文
字
ど
お
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
詩
を
書

く
た
め
に
は
〈
明
る
さ
〉
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
よ
う

に
捉
え
ら
れ
る
。
杉
山
平
一
は
こ
の
詩
に
関
し
て
、
竹
中
の
詩
人
と
し
て

の
資
質
を
如
実
に
表
す
も
の
と
し
、「
詩
は
、
明
る
い
太
陽
に
よ
っ
て
し

か
感
光
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
つ
ね
に
明め

い
せ
き晰

で
、
曖
昧

を
許
す
こ
と
が
な
い
」

43
と
結
論
づ
け
て
い
る
が
、
た
し
か
に
『
黄
蜂
と

花
粉
』
で
は
こ
れ
と
前
後
し
て
、
先
に
見
た
「
庭
」
に
お
け
る
「
日ひ

か
り光

」

や
、「
一
時
」

44
の
「
お
日
様
」、「
テ
ニ
ス
」

45
の
「
お
天
気
」
な
ど
、
陽

光
や
晴
天
に
ま
つ
わ
る
表
現
が
散
見
さ
れ
、
詩
作
と
〈
光
〉
の
存
在
と
の

緊
密
な
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
詩
篇
を
貫

い
て
〈
光
〉
が
一
つ
の
重
要
な
主
題
を
な
し
て
い
る
点
は
否
定
し
が
た
い

も
の
の
、
そ
れ
が
詩
の
内
実
の
平
明
さ
を
も
そ
の
ま
ま
体
現
す
る
か
ど
う

か
は
、な
お
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、〈
明
る
さ
〉

が
詩
の
曖
昧
さ
の
な
さ
を
意
味
す
る
の
だ
と
し
、
そ
れ
こ
そ
が
竹
中
の
資

質
を
な
す
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
日
射
し
が
弱
い
た
め
に
詩
が
感
光
し
な

い
と
す
る
言
葉
自
体
が
詩
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
事
実
を
、
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

竹
中
の
詩
に
お
い
て
、〈
光
〉
が
必
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の
と
は
捉
え

ら
れ
な
い
点
は
、
前
節
で
引
用
し
た
「
ボ
ク
の
反
射
」
に
も
す
で
に
垣
間
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見
え
た
。
同
じ
く
『
象
牙
海
岸
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
樹
の
枝
」
の
方

で
も
、〈
光
〉
は
単
に
詩
人
の
感
応
を
可
能
に
す
る
要
因
と
し
て
で
は
な

く
、
よ
り
複
雑
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

編あ

ん
だ
や
う
な
樹き

の
枝え

だ

の
あ
ち
ら
に
、明あ

か

る
い
空く

う

気き

が
揺え

う

曳え
い

し
て
ゐ
る
。

　

世せ

界か
い

は
あ
す
こ
に
在あ

る
。

　

私わ
た
し

は
手て

を
の
ば
し
て
あ
す
こ
に
届と

ど

き
た
い
の
だ
。

　

私わ
た
し

は
見み

つ
め
る
。
樹き

の
枝え

だ

を
引ひ

き

寄よ

せ
る
た
め
に
。

　

私わ
た
し

が
光ひ

か

り
を
掴つ

か

ん
だ
と
同ど

う

時じ

に
、
私わ

た
し

の
精せ

い

神し
ん

は
乱み

だ

れ
た
。
樹き

の
枝え

だ

が

私わ
た
し

の
中な

か

に
入い

り
交ま

じ

つ
た

46
。

　

向
こ
う
側
に
見
え
る
〈
光
〉
の
「
世せ

界か
い

」
を
把
捉
し
よ
う
と
、
視
覚
に

お
い
て
「
樹き

の
枝え

だ

」
も
ろ
と
も
「
掴つ

か

ん
だ
」
末
、「
精せ

い

神し
ん

」
の
乱
れ
を
被

る
と
い
う
過
程
か
ら
は
、〈
光
〉
が
詩
人
に
と
り
、
魅
惑
的
で
あ
る
と
同

時
に
あ
る
種
の
危
機
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
過
程
に
お
い
て
、「
私わ

た
し

」
と
「
明あ

か

る
い
空く

う

気き

」
の
間
に
介
在
す
る
「
樹き

の
枝え

だ

」
は
、
視
覚
上
の
単
な
る
障
害
物
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
見

る
行
為
に
お
い
て
そ
れ
を
「
引ひ

き

寄よ

せ
」
よ
う
と
し
た
以
上
は
、「
私わ

た
し

」
が

世
界
に
対
し
て
望
む
接
近
の
う
ち
で
、
そ
の
対
象
の
一
部
を
な
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〈
光
〉
と
「
樹き

の
枝え

だ

」
の
両
者
か
ら
な

る
「
世せ

界か
い

」
と
の
距
離
の
無
化
と
い
う
事
態
が
、
こ
こ
で
は
危
機
的
な
も

の
と
し
て
生
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
点
で
、
こ
の
詩
は
先

ほ
ど
触
れ
た
視
覚
混
合
が
前
提
と
す
る
距
離
と
い
う
問
題
と
関
連
し
て

い
る
と
も
い
え
る
。
距
離
の
設
定
が
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
観
者
の

感
応
は
不
首
尾
に
終
わ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
竹
中
の
詩
に
お
い
て
は
、〈
光
〉
に
感
応
す
る
主
体
は
、

同
時
に
、
自
身
の
変
容
や
希
薄
化
へ
と
向
か
う
傾
向
も
強
く
帯
び
て
い

る
。『
象
牙
海
岸
』
の
「
孤
独
の
紀
念
」
に
書
か
れ
た
い
く
つ
か
の
断
章

的
な
文
章
は
、
そ
の
最
も
顕
著
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
最
初
の
節
で

は
、
異
邦
人
と
し
て
感
じ
る
疎
外
感
と
は
別
の
、
幸
福
的
と
も
呼
べ
る
観

者
の
変
質
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

モ
ン
ス
ウ
リ
公こ

う
ゑ
ん園

に
て
。

　

ベ
ン
チ
に
腰こ

し

か
け
て
ゐ
る
と
、木こ

の
葉は

洩も

る
日ひ

影か
げ

が
僕ぼ

く

を
も
て
あ
そ
ぶ
。

僕ぼ
く

は
い
つ
の
ま
に
か
、
ベ
ン
チ
の
上う

へ

に
揺ゆ

れ
る
陽か

げ
ろ
ふ炎

に
な
つ
て
し
ま
つ
て

ゐ
る
。
洋や

う
ふ
く服

の
縞し

ま

模も

様や
う

あ
る
陽か

げ
ろ
ふ炎

に
。
そ
し
て
近ち

か

く
で
遊あ

そ

ん
で
ゐ
る
輪

セ
ル
ソ
オ

ま
は
し
の
女を

ん
な

の
児こ

に
見み

惚と

れ
て
ゐ
る

47
。

　

光
の
戯
れ
の
効
果
に
よ
っ
て
肉
体
の
確
か
な
物
質
性
を
失
い
、「
陽か

げ
ろ
ふ炎

」

へ
と
気
化
す
る
「
僕ぼ

く

」
は
、
い
わ
ば
身
の
回
り
の
風
景
と
一
体
化
し
、
同

じ
生
地
の
う
ち
へ
と
溶
け
込
ん
で
い
く
。
と
同
時
に
、
そ
の
と
き
の
機

能
は
、
遊
ん
で
い
る
女
の
子
を
た
だ
見
続
け
る
だ
け
の
視
線
へ
と
収
斂
し

て
お
り
、
自
身
の
堅
固
な
存
在
の
希
薄
化
は
、
そ
の
ま
ま
見
る
こ
と
そ
の

も
の
の
愉
悦
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
別
の
節
で
は
、
こ
れ
と

同
質
と
み
な
せ
る
自
我
の
消
失
へ
の
希
求
が
、
よ
り
明
確
に
記
さ
れ
て
い

る
。　

夕ゆ
ふ

日ひ

の
氾は

ん
ら
ん濫

、
お
び
た
だ
し
い
夕ゆ

ふ

日ひ

の
氾は

ん
ら
ん濫

の
な
か
に
沈ち

ん
ぼ
つ没

し
よ
う
、

一
瞬し

ゆ
ん

の
う
ち
に
何な

ん
ま
ん
ね
ん

万
年
以い

前ぜ
ん

を
生い

き
、
何な

ん
ま
ん
ね
ん

万
年
未み

来ら
い

を
生い

き
る
の
は
、

か
か
る
時と

き

に
た
つ
た
一ひ

と
り人

で
、
自じ

分ぶ
ん

自じ

身し
ん

を
気き

体た
い

に
ま
で
燃ね

ん

焼し
や
うさ

せ
て
し

ま
ふ
の
に
あ
る

48
。



72

　

こ
こ
で
は
過
剰
な
〈
光
〉
の
う
ち
で
生
じ
る
自
ら
の
生
の
消
失
が
、
自

然
史
的
な
規
模
と
も
い
え
る
生
の
時
間
的
拡
張
へ
と
、
瞬
間
的
に
至
る
事

態
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。「
気き

体た
い

」
へ
の
昇
華
と
い
う
こ
の
過
程
は
、
か

つ
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
、
都
市
の
う
ち
で
眼
に
す
る
も
の
へ
と
自
ら
の

存
在
を
発
散
さ
せ
て
い
く
経
験
を
念
頭
に
置
い
て
記
し
た
と
思
わ
れ
る
、

「〈
自
我
0

0

〉
の
蒸
発
（vaporisation

）
と
集
中
に
つ
い
て
。
す
べ
て
が
そ
こ

に
あ
る
」

49
と
い
う
格
言
的
な
文
と
響
き
合
う
と
と
も
に
、
同
じ
く
群
衆

の
さ
な
か
で
の
観
察
中
に
ま
さ
に
そ
の
経
験
を
し
て
い
る
画
家
Ｇ
氏
（
コ

ン
ス
タ
ン
タ
ン
・
ギ
ー
ス
）
を
形
容
し
て
、「
飽
く
こ
と
な
く
非
我
0

0

を
も
と

め
る
自
我
」

50
で
あ
る
と
し
て
い
た
点
を
も
想
起
さ
せ
る
。『
象
牙
海
岸
』

中
で
は
先
に
置
か
れ
て
い
る
「
セ
エ
ヌ
河
岸　

２
」
に
お
い
て
も
、
欄
干

に
も
た
れ
て
夕
日
を
眺
め
て
い
る
と
き
の
情
景
と
し
て
、
同
様
の
事
態
が

さ
ら
に
空
間
的
な
拡
張
も
加
え
ら
れ
つ
つ
、
完
了
相
の
も
と
に
語
ら
れ
て

い
た
。き

ら
ぎ
ら
と
呼い

き吸
も
つ
か
れ
ぬ
光く

わ
う

線せ
ん

の
中な

か

で

僕ぼ
く

は
幾い

く
ま
ん
ね
ん

万
年
か
の
昔む

か
しを

生い

き
た
、

僕ぼ
く

は
幾い

く
ま
ん
ね
ん

万
年
か
の
未み

来ら
い

を
生い

き
た
、

僕ぼ
く

は
底そ

こ

知し

れ
ぬ
広く

わ
ん

大だ
い

無む

辺へ
ん

の
世せ

界か
い

中じ
ゆ
う

を

一
瞬し

ゆ
んの

う
ち
に
歩あ

る

き
ま
は
つ
た

51
。

　

ま
た
、
同
詩
集
の
「
傷
」
の
末
尾
に
は
端
的
に
、「
そ
し
て
僕ぼ

く

は
楽た

の

し

い
こ
と
を
み
つ
け
た
。
何い

つ時
僕ぼ

く

が
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
か
と
云い

ふ
、
大お

お

き

な
楽た

の

し
い
期き

待た
い

を
み
つ
け
た
」

52
と
い
う
文
が
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
象
へ
と
感
応
す
る
主
体
が
同
時
に
無
と
化

す
こ
と
へ
の
願
望
が
、
反
復
的
な
主
題
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、『
象
牙
海
岸
』
に
の
み
固
有
の
主
題
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
葉
に
先
行
す
る
か
た
ち
で
、『
枝
の
祝
日
』の「
秋

昼
」
に
は
、

自
然
は
水
晶
の
耀
き
を
も
つ
て
ゐ
る

素
足
も
白
く
水
に
磨み

が

か
れ
る

風
は
軀
を
一
本
の
草
に
し
て
し
ま
ふ

こ
こ
で
魂
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
ひ
た
い

53

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
自
然
の
明
澄
性
の
も
と
で
の
身
体
の
矮
小
化
に
応

じ
て
、
す
で
に
自
ら
の
喪
失
へ
の
願
望
が
吐
露
さ
れ
て
い
た
と
も
み
な
せ

る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
自
己
消
失
へ
の
傾
向
は
、
見
る
こ
と
の
愉
悦
や
生
の
時

空
的
拡
張
へ
の
希
求
を
伴
う
も
の
で
あ
る
点
か
ら
見
て
も
、
新
た
な
生

と
も
呼
び
う
る
状
態
へ
と
向
か
う
過
程
の
重
要
な
契
機
を
な
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
竹
中
の
詩
の
視
覚
性
を
そ
の
観
点
か
ら
読
み
返
す
な
ら

ば
、
そ
れ
は
前
節
で
見
た
事
象
の
変
化
を
感
受
す
る
た
め
の
、
新
た
な
詩

的
主
体
の
生
成
の
さ
ま
を
描
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
事
象
を
新
た

な
相
の
も
と
に
〈
見
る
〉
こ
と
へ
と
収
斂
す
る
に
は
、
そ
れ
以
前
の
観
者

と
し
て
の
主
体
性
を
喪
失
す
る
と
い
う
、
過
酷
な
変
容
の
経
験
が
要
請
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
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———　感覚の組織化　———

４
　

竹
中
の
詩
に
お
け
る
事
象
の
視
覚
的
な
取
り
扱
い
を
考
え
る
に
あ
た

り
、『
象
牙
海
岸
』
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の
実
践
を
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
五
つ
のC

inépoèm
es

」、
と
り
わ
け

最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
ラ
グ
ビ
イ
」
は
、
こ
の
詩
形
式
の
試
み
の
み

な
ら
ず
、
竹
中
の
作
品
中
で
も
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
各
行
に
番
号

が
施
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
つ
の
シ
ー
ン
を
な
す
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
ゆ

く
構
成
は
、
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
模
し
た
も
の
で
あ
り
、
形
式
上
、
作
り

手
に
対
し
て
は
、
一
つ
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
捉
え
方
と
そ
れ
ら
の
連
結
と

い
う
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
課
題
を
要
請
す
る
と
い
え
る
。
た
と
え
ば
、

全
三
十
行
か
ら
な
る
「
ラ
グ
ビ
イ
」
の
冒
頭
七
行
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

１　

寄よ

せ
て
く
る
波な

み

と
泡あ

は

と
そ
の
美う

つ
くし

い
反は

ん
し
や射

と
。

２　

帽ぼ
う

子し

の
海う

み

。

３　

K

キ
ツ
ク

ick o

オ
フ

ff

！　

開か
い

始し

だ
。
靴く

つ

の
裏う

ら

に
は
鋲び

や
う

が
あ
る
。

４　

水み
づ

と
空く

う

気き

と
に
溶と解
け
て
ゆ
く
球ボ

ー
ル

よ
。
楕だ

円ゑ
ん

形け
い

よ
。
石サ

ボ
ン鹼

の
悲か

な

し

み
よ
。

５　
《
あ
つ　

ど
こ
へ
行ゆ

き
や
が
つ
た
》

６　

脚あ
し

。
ス
ト
ツ
キ
ン
グ
に
包つ

ゝ

ま
れ
た
脚あ

し

が
工こ

う

場ぢ
や
う

を
夢ゆ

め

み
て
ゐ
る
。

７　

仰あ
ふ

ぎ
み
る
煙え

ん
と
つ突

が
揃そ

ろ

つ
て
石せ

き
た
ん炭

を
焚た

い
て
ゐ
る
。
雄い

う
だ
い大

な
朝あ

さ

を
か
ま

へ
て
ゐ
る

54
。

　

主
に
こ
こ
で
現
れ
て
い
る
海
、
ラ
グ
ビ
ー
の
試
合
が
お
こ
な
わ
れ
る
競

技
場
、
そ
し
て
工
場
と
い
う
三
つ
の
場
に
お
け
る
出
来
事
が
、
以
降
も
不

連
続
な
か
た
ち
で
接
合
し
つ
つ
詩
は
展
開
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
間
に
は
意

味
上
の
直
接
的
な
連
関
は
な
く
、
む
し
ろ
形
象
上
の
連
想
に
よ
り
、
オ
ー

ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
（
た
と
え
ば
海
の
情
景
と
競
技
場
の
そ
れ
と
が
「
帽
子
」
と

い
う
形
象
に
よ
り
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
点
や
、
選
手
の
脚
と
工
場
の
煙
突
と

の
重
ね
合
わ
せ
な
ど
）
や
カ
ッ
ト
バ
ッ
ク
が
お
こ
な
わ
れ
連
鎖
し
て
い
く
。

ま
た
、
ラ
グ
ビ
ー
の
試
合
な
ど
個
々
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
カ
メ
ラ
の

ズ
ー
ム
イ
ン
の
技
法
に
似
た
視
点
の
取
り
方
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
点
で
も

映
画
の
手
法
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
。

　
「
ラ
グ
ビ
イ
」
の
各
行
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
が

試
み
て
お
り
、
こ
こ
で
詳
細
に
振
り
返
る
こ
と
は
し
な
い
。
以
下
で
は

む
し
ろ
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
と
い
う
詩
形
式
が
提
起
す
る
感
覚
の
問
題
に
関

連
し
て
、
当
時
、
日
本
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た

の
か
を
、
や
や
長
く
な
る
が
概
観
す
る
。
竹
中
の
手
に
な
る
五
つ
の
シ

ネ
・
ポ
エ
ム
作
品
の
う
ち
四
作
が
雑
誌
上
で
発
表
さ
れ
て
い
た
一
九
三
〇

年
前
後
、
こ
の
実
験
的
な
詩
形
式
を
め
ぐ
っ
て
交
わ
さ
れ
た
議
論
に
つ
い

て
は
、
す
で
に
福
田
知
子
に
よ
っ
て
主
要
な
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

が
55

、
こ
こ
で
は
若
干
の
補
足
も
し
つ
つ
、
今
後
さ
ら
な
る
詳
細
な
歴
史

的
考
察
を
お
こ
な
う
た
め
の
予
備
的
な
作
業
と
し
て
、
や
や
精
密
に
そ
の

論
点
を
振
り
返
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

詩
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
日
本
で
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
な
い
し
は
映
画

詩
と
い
う
言
葉
を
積
極
的
に
使
用
し
た
最
初
期
の
人
物
と
し
て
は
、
近
藤

東
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
パ
リ
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
成
果
や

日
本
で
の
先
駆
的
な
試
み
を
意
識
し
た
う
え
で
、
近
藤
は
ま
ず
一
九
二
七

年
三
月
に
、「
映
畫
も
最
早
絕
對
映
畫
な
ん
か
も
提
唱
さ
れ
て
ゐ
る
位
だ

か
ら
、
誰
か
初
め
か
ら
意
圖
し
た
「
映
畫
の
爲
の
詩
」
を
書
く
人
は
な
い



74

も
の
だ
ろ
う
か
」

56
と
の
期
待
を
表
明
す
る
。
ま
た
翌
月
に
は
、「
詩
の

や
う
な
シ
ナ
リ
オ
、シ
ナ
リ
オ
の
形
式
を
借
り
た
詩
」
と
し
て
自
ら
も
「
五

つ
六
つ
の
作
品
を
も
の
し
」、
そ
れ
ら
に
「
ポ
エ
ム
・
イ
ン
・
シ
ナ
リ
オ

の
名
稱
を
附
け
た
」
と
告
白
し
て
い
る

57
。

　

同
年
七
月
、
近
藤
は
そ
れ
ま
で
の
見
解
を
ま
と
め
る
か
た
ち
で
、「「
映

畫
詩
」
と
言
ふ
は
二
通
り
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
卽
ち
、
映

畫
脚
本
に
依
つ
て
表
現
さ
れ
た
詩
と
い
ふ
の
と
、
映
畫
そ
れ
自
體
が
詩
で

あ
る
場
合
と
で
あ
る
」

58
と
の
定
義
上
の
確
認
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
後

者
の
試
み
に
つ
い
て
は
マ
ン
・
レ
イ
の
作
品
例
を
挙
げ
つ
つ
、
そ
れ
を

「
主
觀
的
構
成
作
品
」
と
も
呼
ん
で
言
及
し
て
い
る
の
だ
が
、
前
者
に
関

し
て
は
い
ま
だ
具
体
的
な
作
品
提
示
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日

本
で
の
同
様
の
映
画
制
作
の
試
み
を
待
望
し
つ
つ
、「
そ
の
第
一
の
味
方

は
ど
ん
な
種
類
か
と
言
へ
ば
、
先
づ
詩
人
と
音
樂
家
で
あ
ら
う
と
思
つ

て
ゐ
る
。
然
り
詩
人
と
音
樂
家
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
信
ず
る
者
で
あ

る
」

59
と
述
べ
て
論
を
閉
じ
る
と
き
、
改
め
て
詩
人
と
し
て
こ
れ
に
呼
応

す
る
作
品
の
制
作
へ
と
向
か
う
意
志
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
翌
年
五
月
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
前
者
の
意
味
で
の

「
映
畫
詩
」
の
体
裁
を
と
り
つ
つ
、
近
藤
は
「
ポ
エ
ム
・
イ
ン
・
シ
ナ
リ
オ
」

と
題
し
て
「
軍
艦
」「
豹
」
の
二
篇
を
発
表
す
る

60
。

　

近
藤
と
歩
を
同
じ
く
す
る
か
の
ご
と
く
、「
詩
と
詩
論
」
を
中
心
に
シ

ネ
・
ポ
エ
ム
作
品
を
発
表
し
た
竹
中
や
北
川
冬
彦
を
は
じ
め
、
当
時
の
多

く
の
詩
人
が
こ
の
実
験
的
詩
形
式
を
試
み
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
付
随

し
て
、
こ
の
形
式
の
妥
当
性
自
体
も
様
々
な
詩
誌
で
議
論
さ
れ
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
議
論
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
擁

護
す
る
側
と
批
判
す
る
側
の
双
方
で
、
詩
に
対
す
る
ほ
ぼ
共
通
し
た
現
状

認
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

　

擁
護
派
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
自
身
も
同
様
の
作
品
を
制

作
し
た
経
験
を
持
つ
神
原
泰
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
九
月
の
時
点
で
彼

は
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
「
詩
的
に
書
か
れ
た
シ
ナ
リ
オ
」
と
し
て
、
あ
る

い
は
「
詩
を
映
畫
的
に
書
く
事
」
と
し
て
捉
え
る
の
に
反
対
し
、
以
下
の

よ
う
な
定
義
を
提
唱
し
て
い
る
。

　

僕
は
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
定
義
し
て

「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
は
文
字
に
よ
つ
て
讀
者
に
、
現
實
を
映
畫
的
に
構
成
す

る
一
つ
の
メ
カ
ニ
カ
ル
・
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
」

と
云
ひ
た
い

61
。

　

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
神
原
に
と
り
、
そ
の
「
メ
カ
ニ
カ
ル
・
メ
ソ
ッ

ド
」
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
映
画
の
構
成
原
理
そ

の
も
の
に
触
れ
る
要
素
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
カ
メ
ラ
の
眼
に
比
さ
れ

る
視
覚
的
な
正
確
さ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
読
者
に
対
し
、「
カ
メ
ラ
を
通

し
て
見
ら
れ
た
現
實
を
ビ
ジ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
さ
せ
る
」

62
と
い
う
時
代
的
要

請
に
応
え
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
制
作
者
に
は
、「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
が
讀

者
を
し
て
な
さ
し
め
る
ビ
ジ
ュ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
一
〇
〇
％
に
正
確

で
あ
る
事
」

63
と
い
う
課
題
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

肉
眼
に
よ
る
不
正
確
な
対
象
把
握
に
代
え
て
、
機
械
の
眼
を
持
っ
て
現

実
を
捉
え
る
こ
と
が
、
神
原
に
と
っ
て
は
何
に
も
ま
し
て
こ
の
詩
形
式
の

目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、「
幸
に
し
て
、
今
日
カ
メ

ラ
は
、
そ
の
正
確
さ
に
於
て
、
遥
か
に
肉
眼
に
ま
さ
つ
て
居
る
」

64
と
す

る
と
き
、
そ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
野
球
の
プ
レ
ー
を
判
断

す
る
際
の
肉
眼
と
高
速
度
写
真
と
の
正
確
さ
に
お
け
る
優
劣
で
あ
る
点

は
、
後
に
ま
た
触
れ
る
よ
う
に
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
と
ス
ポ
ー
ツ
と
の
結
び
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つ き を 暗 示 す る も の で も あ る 。　
た だ し 神 原 に と っ て は 、 カ メ ラ の 眼 が 同 時 代 性 を も 体 現 す

る 精 密 な 認 識 手 段 と み な さ れ

（  「 は つ き り と 、 機 械 的 に 、 物 質 的

に 、 現 實 を 見 得 る も の は 一 九 三 〇 年 に 於 て は カ メ ラ で あ る 。  〔 … … 〕一 九 三 一 年 は 、 現 實 を 更 に 正 確 に 見 得 る 眼 が 持 て る か も 知 れ ない 。 然 し 一 九 三 〇 年 に 於 て は 、 カ メ ラ は 可 能 な 極 度 に 於 て 正 確 な 眼だ 」

6 5）、 詩 人 に よ っ て 実 現 さ れ る 作 品 の 価 値 も 「 そ の メ カ ニ カ

ル ・ メ ソ ッ ド を 行 使 す る 正 確 さ と 强 度 さ に 比 例 す る 」 こ と と なる も の の 、 最 終 的 に そ の 価 値 を 決 定 す る の は 、  「 そ の メ ソ ッ ドを 適 用 す る 現 實 の 種 類 」  、 す な わ ち 「 如 何 な る 現 實 を 彼 が 問 題と し 、 取 扱 ふ か に よ る 」 と さ れ る

6 6。 現 実 の 対 象 と し て 何 を 選

択 す べ き か 、 具 体 的 な 提 案 が な さ れ て い る わ け で は な い が 、 主題 に 応 じ た 表 現 形 式 と し て の 必 然 性 こ そ が シ ネ ・ ポ エ ム の 実 践の 起 点 と な る こ と が 、 こ こ に 確 認 さ れ る 。　
神 原 の 見 解 と は 異 な り 、 シ ネ ・ ポ エ ム に 対 し て 批 判 的 な 立 場

を と っ た の は 、 詩 誌 「 リ ア ン 」 を 主 た る 活 動 の 場 と し て い た 竹中 久 七 で あ る 。 同 時 期 に 発 表 さ れ た 短 文

6 7に お い て 、  「 詩 が 現

代 文 化 様 式 の ヘ ゲ モ ニ ー た る 機 械 に よ つ て 進 化 す る こ と 、 詩 の感 覺 が 感 情 や エ ス プ リ で な く 、 カ メ ラ に 變 る こ と 、 換 言 す れ ば心 と し て の 詩 か ら 物 と し て の 詩 に う つ る こ と は 今 日 の 文 化 史的 必 然 で あ る 」 と 表 明 す る 彼 の 言 葉 に は 、 カ メ ラ ＝ 機 械 と し ての 詩 人 の 視 覚 と い う 着 想 が 、 歴 史 的 な 認 識 に 裏 づ け ら れ た も のと し て 表 明 さ れ て い る 。 そ こ に は 詩 の 現 状 に 対 す る 、 神 原 と きわ め て 類 似 し た 姿 勢 を 認 め る こ と が で き る だ ろ う 。　
だ が 、 詩 形 式 と し て 捉 え た 場 合 、 シ ネ ・ ポ エ ム に は 芸 術 上 の

必 然 性 が な い 点 を 彼 は 批 判 す る 。 そ れ は 「 最 近 認 識 不 足 、 或 ひ

は 輕 薄 愚 昧 の 詩 人 達 」 に よ る 「 思 ひ つ き 」 に 過 ぎ ず 、  「 丁 度 繪畫 の 現 實 存 在 を 脅 か し た 冩 眞 に 於 て 所 謂 藝 術 冩 眞 が 試 み ら れた と 同 じ 無 意 味 さ で あ る 」 と 断 罪 す る 。 竹 中 久 七 か ら す れ ば 、「 冩 眞 は 絵 畫 的 で あ る 必 要 が な い や う に 、 映 畫 も 詩 的 で あ る 必要 は な い 」 の で あ り 、 シ ナ リ オ の 装 い を 纏 っ た 詩 の 表 現 は 安 易な 意 匠 に す ぎ な い 。 そ れ ゆ え 、

そ れ に し て も 冩 眞 や 映 畫 を 無 理 に 藝 術 に こ じ つ け る の は ブ ル ジヨ ア 美 學 者 の 惡 い 癖 だ 。 軍 艦 や ラ ヂ オ ま で 藝 術 と し て 取 扱 つ てゐ る が そ れ は 彼 ら が 藝 術 と 美 を 混 同 し て ゐ る か ら だ 。  今 日 の 所 、現 實 存 在 に 生 き る 機 械 は 實 用 性 に よ つ て 美 を も つ が 、 そ れ は 決し て 藝 術 で は な い 。 従 つ て 未 だ 藝 術 と 機 械 は 決 し て 交 流 し て ゐな い 。

と い う 最 終 的 な 診 断 が 導 き 出 さ れ る こ と と な る の だ が 、 こ こ には 、 擁 護 派 た ち が 無 批 判 的 に 前 提 と し て い た で あ ろ う 〈 芸 術 〉と 〈 美 〉 の 同 一 視 に 対 す る 、 概 念 上 の 峻 別 の 必 要 が 唱 え ら れ ると と も に 、 す で に 触 れ た よ う に 「 軍 艦 」 と い う 作 品 を 制 作 し た近 藤 を 標 的 と し て い る と も と れ る 揶 揄 が 読 み 取 ら れ る 。　
詩 形 式 と し て の シ ネ ・ ポ エ ム に 対 す る 擁 護 と 批 判 を 代 表 す る

以 上 の よ う な 見 解 に 対 し 、 竹 中 郁 自 身 の 当 時 の 考 え は ど う だ った の か と い え ば 、 肯 定 的 で あ る の は 確 か な の だ が 、 神 原 と は 幾分 異 な る 見 解 を 漏 ら し て い る 。 詩 作 品 と し て の 「 紙 上 シ ネ ・ ポエ ム 」 を 実 現 す る に あ た り 、  「 單 に シ ナ リ オ の 尻 切 れ と ん ぼ のや う な の や 、 今 ま で の 行 分 け 詩 に 簡 單 に 番 號 だ け を く つ つ け て平 然 シ ネ ・ ポ エ ム で ご ざ い と 見 せ つ け ら れ る の に は 閉 口 だ 」
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と
し
、
何
か
し
ら
新
た
な
要
素
が
必
要
で
あ
る
点
が
仄
め
か
さ
れ
る
も
の

の
、そ
れ
自
体
は
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

神
原
が
唱
え
て
い
た「
飽
く
ま
で
カ
メ
ラ
に
頼
ら
う
と
す
る
考
へ
」は「
解

し
か
ね
る
」
と
し
た
う
え
で
、

　

我
々
が
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
よ
み
得
て
感
あ
り
と
云
ふ
こ
と
は
、何
も
我
々

が
カ
メ
ラ
に
通
曉
し
て
ゐ
る
か
ら
で
は
な
い
。
た
だ
單
に
、
我
々
は
今
ま

で
見
て
き
た
映
畫
の
示
唆
に
よ
つ
て
我
々
の
腦
裡
に
あ
る
と
こ
ろ
の
組
識

が
、
紙
上
の
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
よ
む
每
に
反
應
を
呈
し
得
る
か
ら
な
の
で

あ
る
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
我
々
讀
者
は
も
は
や
、
映
畫
的
イ
マ
ア
ジ
ユ
を
頭

の
中
で
連
鎻
し
得
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る

69
。

と
明
言
し
て
い
る
点
に
は
、
竹
中
が
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
に
託
し
た
独
特
の
意

図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
神
原
の
よ
う
に
現
実
を
捉
え

る
際
の
視
覚
的
な
正
確
さ
を
追
求
し
、
そ
の
精
密
な
映
像
を
提
供
し
て
改

め
て
読
者
に
映
画
的
な
構
成
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
読
者
の
側
で
自
然

に
再
構
成
さ
れ
る
映
画
的
な
「
連
鎻
」
を
い
か
に
促
す
か
と
い
う
点
を
重

視
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
形
式
と
し
て
の
映
画
的
な
読
解
は

す
で
に

0

0

0

成
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
作
品
の
成
否
は
そ
の
知
覚
の
連
鎖
を

首
尾
よ
く
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
、
中
河
與
一
が
「
ラ
グ
ビ
イ
」
を
評
す
る
に
あ
た
り
、
紙
面
の
都
合

上
、
第
十
八
行
ま
で
し
か
引
用
で
き
な
か
っ
た
直
後
に
、「
い
く
ら
書
い

て
も
切
れ
る
と
こ
ろ
が
來
な
い
」

70
と
漏
ら
し
て
い
る
の
は
、
竹
中
の
意

図
が
密
か
に
作
用
し
た
一
つ
の
現
れ
と
も
取
れ
る
。

　

そ
の
中
河
は
、「
ラ
グ
ビ
イ
」
に
対
し
て
、

　

こ
の
中
に
は
機
械
の
美
が
あ
る
。
運
動
の
美
が
あ
る
。
構
造
の
美
が
あ

る
。心
理
的
な
効
果
を
純
粹
に
形
式
の
組
合
せ
に
よ
つ
て
算
出
し
て
ゐ
る
。

動
的
で
あ
る
。
緊
密
で
あ
る
。
爽
快
な
飛
躍
が
あ
る
。
金
属
の
面
の
や
う

に
ペ
タ
ペ
タ
し
て
ゐ
な
い
。

　

今
日
ま
で
の
詩
は
、何
と
云
つ
て
も
精
神
の
美
し
さ
許
り
を
ネ
ラ
ツ
た
。

然
し
こ
の
中
に
は
明
ら
か
に
物
質
の
明
快
な
美
が
あ
る
。
明
日
の
詩
の
出

發
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
詩
は
最
も
形
式
主
義
的
で
あ
る
と

信
じ
る

71
。

と
絶
賛
し
て
い
る
。「
運
動
の
美
」や「
形
式
の
組
合
せ
」、「
動
的
」と
い
っ

た
、
竹
中
自
身
の
「
連
鎻
」
と
い
う
語
に
呼
応
し
う
る
も
の
が
見
受
け
ら

れ
る
が
、
こ
れ
ら
以
上
に
注
意
を
引
く
の
は
、「
機
械
の
美
」
や
「
金
属
」、

「
物
質
の
明
快
な
美
」
の
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
事
象
を
捉
え
る
視
覚
の

非
人
間
性
を
表
す
表
現
で
あ
り
、
密
か
に
、
運
動
の
撮
影
に
用
い
ら
れ
る

カ
メ
ラ
の
眼
を
連
想
さ
せ
る
。
神
原
の
論
考
に
お
い
て
も
、
カ
メ
ラ
の
視

覚
的
な
精
密
さ
の
例
と
し
て
野
球
の
プ
レ
ー
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う

に
、
実
際
に
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
制
作
す
る
に
あ
た
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
を
題
材

と
し
た
も
の
に
は
、
竹
中
の
「
ラ
グ
ビ
イ
」
の
他
に
も
、
た
と
え
ば
ハ
ー

ド
ル
競
技
を
す
る
女
性
た
ち
を
主
題
と
し
た
北
川
冬
彦
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
過
剩
」

72
な
ど
の
例
が
あ
っ
た
。
当
時
す
で
に
受
容
さ
れ
始
め
て
い
た

ノ
イ
エ
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
カ
イ
ト
と
の
同
時
並
行
性
が
指
摘
さ
れ
う
る
と

と
も
に
、
後
の
村
野
四
郎
の
『
体
操
詩
集
』（
一
九
三
九
年
）
へ
と
至
る
道

筋
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る

73
。

　

映
像
と
ス
ポ
ー
ツ
の
連
関
を
明
敏
に
捉
え
た
論
者
の
う
ち
で
も
、
神
原

た
ち
と
同
時
期
に
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
精
力
的
に
論
じ
て
い
た
五
城
康
雄
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は
、
い
み
じ
く
も
「
シ
ネ
・
ス
ポ
ー
ツ
・
ポ
エ
ム
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
。
雑
誌
「
地
上
楽
園
」
で
断
続
的
に
展
開
し
た
彼
の
議
論
は
、
と

き
に
神
原
の
論
に
も
賛
同
し
つ
つ
、
竹
中
久
七
と
は
異
な
り
、
積
極
的
に

美
の
観
点
か
ら
映
画
・
運
動
・
詩
の
三
者
を
結
び
つ
け
る
。
ま
ず
、
機
械

の
う
ち
に
視
覚
的
な
「
新
し
き
美
を
發
見
」

74
す
る
同
時
代
の
感
性
を
確

認
し
た
後
、
五
城
は
、

　

而
し
て
以
上
の
視
覺
的
現
象
や
視
覺
的
形
態
と
し
て
の
機
械
は
映
畫
の

中
に
巧
み
に
攝
取
せ
ら
れ
益
々
吾
々
の
機
械
的
視
覺
的
感
覺

0

0

0

0

0

0

0

0

を
育
て
つ
ゝ

あ
る
。
鋭
い
カ
メ
ラ
・
ア（

マ

マ

）

ク
グ
ル
の
視
取
り
や
ク
ロ
ー
ヅ
・
ア
ツ
プ
や
ダ

ブ
ル
や
モ
ン
タ
ー
ジ
ユ
に
よ
る
機
械
的
機
能
の
性
格
化
は
一
層
吾
々
の
視

野
を
お
し
擴
げ
て
ゆ
く

75
。

と
し
て
、
映
画
的
な
視
覚
表
現
が
も
た
ら
す
感
覚
上
の
効
果
へ
と
論
を
結

び
つ
け
て
い
る
。
続
け
て
、
彼
は
こ
の
効
果
を
ス
ポ
ー
ツ
の
映
像
の
う
ち

に
も
確
認
す
る
。

　

か
の
ス
ポ
ー
ツ
に
於
け
る
美
的
感
覺
も
要
す
る
に
か
く
し
て
育
成
さ
れ

つ
ゝ
あ
る
機
械
的
視
覺
的
感
覺
に
よ
り
は
し
ま
い
か
。
例
へ
ば
世
界
記
錄

保
持
者
シ
ル
ヒ
フ
エ
ル
ド
の
砲
丸
投
げ
の
モ
ー
シ
ヨ
ン
〔
…
…
〕
を
見
よ
。

こ
の
す
ば
ら
し
い
且
つ
無
理
の
な
い
フ
オ
ー
ム
（
卽
ち
生
理
學
的
立
場
か

ら
見
て
も
）
は
一
つ
一
つ
、
最
後
の
投
擲
に
有
効
に
役
立
ち
な
が
ら
、
從

て
前
述
し
た
合
目
的
性
と
藝
術
性
と
が
手
を
連
ね
て
運
動
し
つ
ゝ
、
吾
々

を
偉
力
が
、
明
朗
、
結
晶
的
美
が
壓
倒
す
る
。
そ
の
他
マ
ス
ゲ
ー
ム
に
於

け
る
集
團
的
幾
何
學
的
秩
序
と
リ
ズ
ム
等
を
見
よ

76
。

　

一
つ
の
運
動
の
う
ち
に
合
目
的
的
な
連
鎖
や
形
態
・
律
動
上
の
規
則
性

を
見
出
す
現
代
の
視
覚
は
、「
機
械
的
視
覺
的
感
覺
」
と
い
う
、
先
に
習

得
さ
れ
た
形
式
の
も
と
で
生
じ
え
た
の
だ
と
す
る
こ
の
考
え
は
、「
卽
ち

機
械
的
、
從
て
映
畫
的
視
覺
的
感
覺
が
一
層
多
く
近
代
ス
ポ
ー
ツ
美
を
觀

賞
し
、
發
達
せ
し
め
た
の
で
は
な
い
か
」

77
と
い
う
問
い
へ
と
集
約
さ
れ
、

こ
こ
に
至
っ
て
美
的
感
覚
に
お
け
る
機
械
─
映
画
─
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う

関
連
づ
け
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、「
然
ら
ば
シ
ネ
マ
は
如

何
な
る
點
で
文
學
（
詩
）
に
攝
取
さ
れ
る
か
。
曰
く
「
映
畫
眼
」
的
視
覺

よ
り
」

78
と
い
う
断
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の
実
践
も

こ
の
関
連
の
延
長
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　

竹
中
の
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
作
品
に
対
し
て
は
、
五
城
は
別
の
論
考
で
、
彼

の
推
奨
す
る
「「
映
畫
眼
」
的
視
覺
か
ら
來
る
」
も
の
だ
と
し
つ
つ
、「
竹

中
氏
の
も
の
は
必
然
に
、
か
の
大
冩
し
と
か
溶
暗
と
か
稱
す
る
わ
づ
ら
は

し
き
術
語
を
棄
て
ゝ
ゐ
る
。
そ
れ
は
何
處
ま
で
も
そ
れ
自
身
と
し
て
、
文

字
を
通
し
て
表
現
さ
れ
且
つ
受
け
容
ら
れ
る
も
の
だ
」

79
と
の
評
価
を
与

え
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
福
田
知
子
の
見
つ
け
出
し
た
未
完
の
論
考
で

折
戸
彫
夫
が
指
摘
し
て
い
た
、
言
語
と
映
像
と
の
表
現
媒
体
上
の
峻
別

を
喚
起
さ
せ
る
も
の
と
も
い
え
る
。
折
戸
に
よ
れ
ば
、「
單
な
る
流
動
し
、

運
動
し
、
轉
換
す
る
畫
面
と
、
言
語
の
も
つ
特
殊
性
と
の
間
に
あ
る
境
界

線
は
飛
び
越
え
る
こ
と
は
出
來
な
い
」

80
の
だ
が
、
そ
の
差
異
は
、
と
り

わ
け
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
に
お
い
て
、「
ス
ク
リ
ー
ン
に
於
け
る
畫
面
の
連
續

の
直
接
性
を
、
言
語
そ
れ
自
ら
の
意
味
の
時
間
的
構
成
に
於
て
發
見
し
や

う
と
す
る
」81
点
に
現
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、シ
ネ
・

ポ
エ
ム
は
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
の
構
成
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
意
味
に

於
て
殊
種
の
時
空
形
式
を
採
る
モ
ン
ダ
ー
ジ
ユ
構
成
」

82
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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だ
が
、
五
城
自
身
に
と
っ
て
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の
要
と
な
る
の
は
、
神
原

と
同
様
、
や
は
り
「
レ
ン
ズ
の
眼
」
の
も
つ
「
正
確
さ
」
の
方
で
あ
り
、

そ
れ
は
肉
眼
と
は
異
な
る
「
科
學
的
」
な
も
の
と
し
て
顕
揚
さ
れ
る

83
。

シ
ネ
・
ポ
エ
ム
や
そ
れ
に
似
た
作
品
が
数
多
く
発
表
さ
れ
る
に
至
っ
た

現
状
に
対
し
て
、
そ
こ
に
は
、「「
映
畫
眼
」
的
視
覺
に
よ
つ
て
肉
眼
の
持

つ
た
傳
統
的
因
襲
的
觀
念
を
排
し
な
が
ら
、
再
び
新
し
い
肉
眼

0

0

0

0

0

に
歸
つ
て

そ（

マ

マ

）

れ
自
自
身
を
進
出
さ
せ
る
」

84
傾
向
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
新
た

な
そ
の
視
覚
の
特
性
と
は
、
以
下
の
別
の
論
考
で
の
言
及
に
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
の
機
能
を
指
す
。

　

シ
ネ
・
ポ
エ
ム
と
は
何
處
ま
で
も
そ
の
シ
ネ
0

0

と
い
ふ

ア（

マ

マ

）

ツ
ト
ク
ビ
ユ
ウ
ト
に
特
質
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
機

械
」
の
有
つ
特
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
單
に
ラ
イ
ン
に
番
號

を
附
す
こ
と
又
は
シ
ネ
マ
の
テ
ク
ニ
ツ
ク
ス
を
借
用
す
る
こ
と
に
終
つ
て

は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
デ
テ
イ
ル
、
ド
ナ
チ
ユ
ア
リ
ズ
ム
即
ち
レ
ン
ズ
を

通
し
て
の
細
部
摘
出
こ
そ
そ
の
本
義
が
あ
り
は
し
な
い
か

85
。

　

本
来
は
運
動
を
表
し
て
い
た
は
ず
のciném

atographe
の
接
頭
辞
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
意
味
を
失
い
、
肉
眼
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
対
象
の

細
部
を
捉
え
る
こ
と
、
そ
れ
も
写
真
的
な
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
を
指
す
も
の

へ
と
転
用
さ
れ
て
い
る
。「〔
…
…
〕
映
畫
は
既
に
私
達
の
日
常
に
於
け
る

生
活
様
式
を
す
ら
變
革
し
つ
ゝ
あ
る
で
は
な
い
か
」

86
と
い
う
五
城
の
言

葉
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
竹
中
が
映
画
的
な
知
覚
形
式
を
既
存
の
も
の

と
し
て
積
極
的
に
思
考
の
対
象
と
し
て
い
た
の
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
映
畫
」
と
い
う
語
の
内

実
は
、
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

五
城
の
論
に
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
や
「
ラ
グ
ビ

イ
」
に
対
す
る
当
時
の
評
価
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
あ
た
か
も
映
画
と
写

真
と
を
等
し
く
見
な
し
た
上
で
、
個
々
の
映
像
の
斬
新
さ
に
つ
い
て
の
み

議
論
を
組
み
立
て
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、

「
ラ
グ
ビ
イ
」
で
は
主
に
海
と
競
技
場
、
そ
し
て
工
場
と
い
う
三
つ
の
場

で
の
映
像
が
連
結
・
合
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
事
象
を
捉
え

る
際
の
、
視
覚
の
鋭
敏
さ
に
関
す
る
言
及
は
あ
っ
て
も
、
竹
中
自
身
が
重

視
し
た
「
連
鎻
」
の
問
題
性
に
触
れ
る
も
の
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
工

場
や
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
機
械
と
い
っ
た
形
象

─
ち
な
み
に
竹
中
自

身
、「
ラ
グ
ビ
イ
」
と
は
別
に
「
ハ
ン
マ
ー
」

87
と
題
し
た
シ
ネ
・
ポ
エ

ム
作
品
も
書
い
て
い
る

─
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
詩
誌
に
掲
載
さ
れ
た

作
品
に
頻
出
す
る
主
題
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
む
し
ろ
こ
と
さ
ら
に
指
摘

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
ラ
グ
ビ
ー
に
具
現
さ
れ
る
ス
ポ
ー
ツ
に
関

し
て
は
、
当
然
意
識
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
時
間
的
な
進
展
と
い
う
意
味
で

の
シ
ー
ン
の
継
起
性
が
問
題
視
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

88
。

　

た
と
え
ば
長
江
道
太
郎
が
「
詩
と
詩
論
」
に
寄
せ
た
文
章
で
は
、「
こ

こ
に
は
じ
め
て
、
新
し
い
ラ
グ
ビ
イ
競
技
の
冩
眞
が
あ
る
」
と
い
う
断

言
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
事
象
を
瞬
間
的
に
捉
え
る
竹
中

の
「
眼
の
レ
ン
ズ
」
の
正
確
さ
が
讃
え
ら
れ
て
い
る

89
。
ま
た
阪
本
越
郎

は
、
竹
中
の
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
作
品
に
対
す
る
比
較
的
早
い
段
階
で
の
論
考

の
中
で
、「
そ
の
〔「
物
體
と
光
線
の
位
置
」
の
〕
數
十
齣
に
於
け
る
エ
フ
エ

ク
ト
を
カ
ツ
テ
ン
グ
し
て
文
字
の
上
に
表
現
す
る
こ
と
が
出
來
る
と
し

た
ら
、
彼
は
詩
人
で
あ
る
。
竹
中
郁
は
さ
う
い
ふ
カ
ツ
テ
ン
グ
の
名
手
で

あ
る
」
と
の
評
価
を
示
す
と
と
も
に
、「
實
に
カ
ツ
テ
ン
グ
、
フ
ラ
ツ
シ

ユ
・
バ
ツ
ク
、
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ツ
プ
等
の
キ
ネ
マ
上
の
用
語
は
ま
た
輓
近

詩
派
の
語
錄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る

90
。
こ
の
時
点
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で
は
、
ま
だ
映
画
の
構
成
と
の
類
比
を
念
頭
に
置
い
て
の
見
解
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
実
際
は
、「
竹

中
郁
は
屢
々
、
リ
フ
レ
ク
タ
ー
の
エ
フ
エ
ク
ト
を
も
つ
て
、
あ
る
ひ
は

バ（

マ

マ

）

レ
ー
シ
ヨ
ン
に
よ
つ
て
、
小
供
や
老
婆
や
エ
ツ
フ
エ
ル
塔
や
娘
等
を
素

晴
ら
し
く
浮
き
出
す
こ
と
に
成
功
」

91
し
て
お
り
、「
彼
は
よ
き
フ
オ
ト

グ
ラ
フ
ア
ー
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
以
上
、
結
果
的
に
は
、
個
々
の

一
齣
と
し
て
の
瞬
間
的
映
像
と
、
そ
の
連
鎖
を
経
た
持
続
的
表
現
と
の
差

異
は
、
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
「
ラ
グ
ビ
イ
」
に
関
し
て
は
、「
い
わ
ば
イ
メ
ー
ジ
の
シ
ョ
ッ
ト
を
さ
ま

ざ
ま
に
組
み
合
わ
せ
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
、
あ
る
現
代
的
な
活
力

を
生
生
し
く
漂
わ
せ
」
て
い
る
と
す
る
清
岡
卓
行
の
指
摘

92
な
ど
、
各
行

の
繋
ぎ
合
わ
せ
に
着
目
し
た
言
及
が
わ
ず
か
な
が
ら
あ
る
。
だ
が
、
そ
の

接
合
を
可
能
と
し
て
い
る
の
は
、
実
際
に
は
、
競
技
そ
の
も
の
の
時
間
的

な
経
過
と
み
な
し
う
る
点
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
キ
ッ
ク
オ
フ
（
第

三
行
）、
タ
ッ
ク
ル
（
第
十
三
行
）、
ド
リ
ブ
ル
（
第
十
七
行
）、
ス
ク
ラ
ム

（
第
二
十
行
）、
そ
し
て
「
23　

T

ト
ラ
イ

ry

！
」
へ
と
至
る
一
連
の
過
程
は
、
各

行
に
付
さ
れ
た
番
号
と
と
も
に
、
一
つ
の
時
間
的
な
線
を
な
す
。
そ
れ
は

言
語
が
有
す
る
線
状
性
に
照
応
し
て
い
る
と
も
い
え
、
さ
ら
に
は
レ
ッ
シ

ン
グ
が
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』（
一
七
六
六
年
）
に
お
い
て
、「
継
起
す
る
記
号
」

か
ら
な
る
言
語
芸
術
で
あ
る
詩
（
そ
れ
を
レ
ッ
シ
ン
グ
は
「
時
間
的
な
描
写

方
法
を
と
る
」
芸
術
と
み
な
し
て
い
る
）
が
表
現
で
き
る
も
の
を
、「
継
起

す
る
対
象
、
あ
る
い
は
そ
の
諸
部
分
が
継
起
す
る
と
こ
ろ
の
対
象
」
と
規

定
し
て
い
た
こ
と
に
も
呼
応
す
る

93
。
先
ほ
ど
触
れ
た
折
戸
の
未
完
の
論

考
で
は
、「〔
…
…
〕
シ
ネ
ポ
エ
ム
で
は
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ユ
の
觀
念
は
事
件

に
關
係
の
有
無
に
關
わ
ら
ず
成
立
す
る
。
シ
ネ
ポ
エ
ム
の
成
立
は
ス
ト
ー

リ
ー
の
有
無
に
關
し
な
い

─
こ
の
意
味
で
、
シ
ネ
ポ
エ
ム
は
絕
對
映
畫

に
近
づ
く
可
能
性
を
多
分
に
有
つ
」

94
と
の
希
望
的
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
時
間
的
な
構
成
の
問
題
に
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、

「
ラ
グ
ビ
イ
」
の
試
み
は
、
そ
れ
に
応
え
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と

も
捉
え
う
る
の
で
あ
る
。

　

競
技
の
進
展
と
い
う
主
題
上
の
要
因
に
よ
り
、
外
部
的
に
裏
づ
け
ら
れ

た
時
間
的
継
起
性
を
前
提
と
す
る
点
に
限
る
な
ら
ば
、
竹
中
の
シ
ネ
・
ポ

エ
ム
は
近
藤
東
の
先
駆
的
作
品
な
ど
と
比
べ
た
場
合
、
む
し
ろ
形
式
の
可

能
性
を
め
ぐ
る
先
鋭
さ
に
お
い
て
後
退
し
て
い
る
感
す
ら
与
え
る
。
近
藤

の
場
合
、
た
と
え
ば
一
九
二
八
年
に
発
表
し
た
「
ポ
エ
ム
・
イ
ン
・
シ
ナ

リ
オ
」
中
の
「
軍
艦
」

95
は
、
指
示
詞
の
使
用
な
ど
に
よ
り
必
ず
し
も
可

逆
的
な
読
解
を
許
す
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
あ
る
「
夫ま

だ
む人

」
を
主
た
る
対

象
と
し
な
が
ら
、
舞
踏
や
合
唱
な
ど
が
展
開
さ
れ
て
い
る
点
で
、
語
ら
れ

て
い
る
内
容
の
時
間
的
経
過
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
各
行

は
竹
中
の
試
み
の
よ
う
に
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
た
だ
ダ
ッ

シ
ュ
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
一
行
と
第
六
行
、
そ
し
て
末
尾
の

二
行
で
計
四
回
繰
り
返
さ
れ
る
リ
フ
レ
イ
ン
（「
笑
つ
て
い
る
、
に
や
に
や

0

0

0

0

と
、
誰
か
が
。」）
に
よ
る
効
果
は
、
対
象
の
不
確
か
さ
と
相
俟
っ
て
、
単

線
的
な
時
間
軸
が
必
ず
し
も
設
定
さ
れ
な
い
構
成
を
な
し
て
い
る
と
も

い
え
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
竹
中
の
場
合
、
た
と
え
ば
競
馬
の
一
レ
ー
ス
の
進
展
を

な
ぞ
っ
た
「
競
馬
場
」

96
で
は
、
扱
わ
れ
て
い
る
事
象
の
展
開
が
そ
の
ま

ま
時
間
軸
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
読
み
手
の
側
に
受
け
取
ら
れ
る
仕
組
み

と
な
っ
て
お
り
、
各
行
の
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
は
そ
の
感
を
補
強
す
る
働
き
を

し
て
い
る
。
ま
た
「
ラ
グ
ビ
イ
」
に
お
い
て
は
、
競
技
と
は
別
の
情
景

へ
と
交
替
す
る
こ
と
で
、
読
解
の
線
が
複
数
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
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が
、
そ
の
複
数
性
自
体
を
支
え
る
も
の
は
、
や
は
り
ラ
グ
ビ
ー
の
試
合
経

過
と
な
っ
て
い
る
。
近
藤
の
よ
う
な
試
み
に
近
い
の
は
む
し
ろ
、
マ
ン
・

レ
イ
に
献
じ
ら
れ
た
「
百
貨
店
」

97

─
そ
こ
で
も
第
一
行
と
最
終
の
第

三
十
行
に
「
開あ

い
て
は
閉し

ま
る
昇ア

サ
ン
ス
ウ
ル

降
機
だ
。
人ひ

と

ひ
と
り
居ゐ

な
い
。」
と
い

う
リ
フ
レ
イ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る

─
な
ど
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
形
式
上
、
先
鋭
さ
に
お
い
て
劣
る
か
も
し
れ
ぬ
竹
中
の
試

み
の
主
眼
は
、
あ
く
ま
で
も
読
み
手
の
脳
の
う
ち
で
成
立
し
て
い
る
既
存

の
知
覚
形
式
に
「
反
應
」
を
与
え
、
改
め
て
「
映
畫
的
イ
マ
ア
ジ
ユ
を

頭
の
中
で
連
鎻
し
得
る
」
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
点
に
変
わ
り
は
な

い
。
そ
の
課
題
に
彼
自
身
の
作
品
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
に
は
な
お
検
討
を
要
す
る
が
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
提
示
す
る
に
あ
た
り
、

そ
こ
に
時
間
的
継
起
性
を
設
定
す
る
こ
と
も
含
め
、
読
者
の
側
で
の
再
構

成
に
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
行
為
の
う
ち
に
は
、
詩
を
、
個
々
の
事
象
を
捉

え
直
す
た
め
の
共
有
化
さ
れ
た
感
覚
編
成
の
装
置
へ
と
化
す
意
図
が
垣

間
見
え
る

98
。

５
　

第
七
詩
集
『
動
物
磁
気
』
の
刊
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年
後
に
出
さ
れ

た
第
八
詩
集
『
そ
の
ほ
か
』（
一
九
六
八
年
）
の
書
名
は
、「
子
供
の
詩
が

仕
事
の
中
心
で
あ
り
、
詩
作
も
余
業
と
い
う
考
え
か
ら
つ
け
ら
れ
た
」

99

の
だ
と
推
定
さ
れ
る
。
戦
後
、
主
に
雑
誌
「
き
り
ん
」（
一
九
四
八
年
二
月

─
一
九
七
一
年
三
月
、
全
二
二
〇
号
）
の
選
評
・
監
修
の
活
動
を
中
心
と
し

て
児
童
詩
の
普
及
に
精
力
的
に
携
わ
っ
て
き
た
竹
中
は
、
そ
れ
と
並
行
し

て
各
誌
に
多
く
の
作
品
を
発
表
し
た
が
、『
動
物
磁
気
』
以
降
に
公
刊
し

た
詩
集
と
し
て
は
わ
ず
か
に
『
そ
の
ほ
か
』
と
『
ポ
ル
カ　

マ
ズ
ル
カ
』

（
一
九
七
九
年
）
の
二
冊
が
あ
る
の
み
で
、
さ
ら
に
前
者
の
全
詩
篇
は
後
者

の
Ⅱ
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
詩
集
に
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
は
「
作
者
の
気

に
入
り
の
も
の
」（『
そ
の
ほ
か
』「
あ
と
が
き
」）
100 

、「
好
き
な
も
の
」（『
ポ

ル
カ　

マ
ズ
ル
カ
』「
あ
と
が
き
」）
101
で
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
量

的
な
少
な
さ
は
、「
仕
事
の
中
心
」
の
所
在
を
語
る
一
つ
の
指
標
と
も
み

な
さ
れ
う
る
。

　

と
こ
ろ
で
足
立
巻
一
に
よ
れ
ば
、
詩
人
の
晩
年
に
全
詩
集
の
編
纂
に
あ

た
っ
て
い
た
折
、
本
人
よ
り
幾
篇
か
の
削
除
の
要
請
を
受
け
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
削
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
指
定
さ
れ
た
詩
篇
は
、
死
の
翌

年
に
出
版
さ
れ
た
『
竹
中
郁
全
詩
集
』
に
収
録
の
既
刊
詩
集
の
各
目
次
に

指
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
多
く
が
「
初
期
の
作
品
」
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
死
の
直
前
に
は
詩
人
自
身
、「『
動
物
磁
気
』

と
『
ポ
ル
カ　

マ
ズ
ル
カ
』
と
の
二
冊
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
」
と
述
べ

て
い
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
102
。

　

主
と
し
て
戦
前
の
作
品
が
削
除
を
検
討
す
べ
き
対
象
と
な
っ
た
事
情

に
つ
い
て
、
足
立
は
、「
特
に
戦
後
を
子
ど
も
の
詩
の
指
導
に
費
や
し
た

心
境
か
ら
す
れ
ば
、
若
い
こ
ろ
の
作
品
に
は
や
は
り
一
種
の
気
取
り
を
感

じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
」
103
と
の
推
測
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
足
立
の

見
解
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
竹
中
自
身
、
生
前
最
後
に
公
刊
さ
れ
た

第
九
詩
集
『
ポ
ル
カ　

マ
ズ
ル
カ
』
の
「
あ
と
が
き
」
で
、

　

は
っ
き
り
と
、
こ
れ
は
自
分
だ
け
に
書
け
る
も
の
だ
と
云
え
る
よ
う
な

も
の
に
到
達
で
き
た
の
は
、
つ
い
、
こ
こ
二
十
年
か
そ
こ
ら
の
こ
と
と
な

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
四
十
年
は
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う

で
も
な
い
と
、
う
ろ
う
ろ
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
104
。
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———　感覚の組織化　———

と
記
し
て
い
る
こ
と
も
想
起
す
る
な
ら
ば
、
戦
後
三
十
年
余
り
を
経
た
時

点
に
お
い
て
、『
動
物
磁
気
』
よ
り
以
前
の
作
品
は
、
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の

よ
う
な
実
験
性
を
帯
び
た
詩
篇
な
ど
も
含
め
、
も
は
や
試
行
錯
誤
の
副
産

物
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
映
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
戦
後
の
竹
中
の
言
動
の
う
ち
に
、
言
語
意
識
の
タ
ブ

ラ
・
ラ
サ
的
な
状
態
と
も
呼
べ
る
も
の
へ
の
憧
憬
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
想
定
す
る
の
は
容
易
い
。
し
か
し
な
が
ら
、「
き
り
ん
」
終
刊
か
ら
四

年
後
の
時
点
で
、「
わ
た
く
し
は
厳
密
な
詩
学
に
則
る
よ
う
な
詩
を
つ
く

れ
と
い
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
詩
の
よ
う
な
短
い
形
を
書
く
こ
と
に

習
熟
し
て
お
く
こ
と
が
、
少
年
期
に
は
大
切
な
こ
と
だ
、
と
い
う
立
場
で

す
す
め
て
き
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
、
児
童
詩
へ
の
竹
中
の
こ
だ

わ
り
は
、
あ
く
ま
で
も
言
語
表
現
上
の
「
教
育
」
を
目
的
と
し
て
い
た
点

に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
105
。
そ
し
て
こ
の
指
摘
は
同
時
に
、
自
ら
の

詩
作
が
「
う
ろ
う
ろ
と
」
し
た
足
ど
り
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
あ
く
ま
で

も
「
厳
密
な
詩
学
」
に
則
ろ
う
と
す
る
意
志
の
下
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
密
か
に
語
っ
て
い
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

詩
に
お
け
る
事
象
の
取
り
扱
い
と
は
、
畢
竟
、
言
葉
の
そ
れ
と
不
可
分

で
あ
る
こ
と
に
思
い
至
る
と
き
、
子
供
が
新
た
な
事
象
に
出
会
い
、
そ
れ

を
表
現
す
る
た
め
に
言
葉
を
駆
使
す
る
際
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
も
の
と

同
じ
新
鮮
な
喜
び
を
、
実
質
的
に
は
け
っ
し
て
追
体
験
で
き
な
い
と
い
う

困
難
に
、
詩
人
が
無
自
覚
で
あ
っ
た
は
ず
は
あ
る
ま
い
106
。
そ
の
よ
う
な

困
難
の
意
識
を
携
え
つ
つ
、
な
お
子
供
と
同
様
の
新
た
な
感
覚
を
反
復
的

に
取
り
戻
そ
う
と
す
る
企
て
は
、
た
と
え
ば
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
「
現
代
生

活
の
画
家
」（
一
八
六
三
年
）
で
論
じ
た
Ｇ
氏
の
体
現
す
る
二
重
性
に
近
似

し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
観
察
者
と
し
て
の
Ｇ
氏
の
う
ち
に
垣
間
見
た
の
は
、

あ
た
か
も
幼
年
期
へ
と
回
帰
し
た
か
の
ご
と
く
、「
新
し
い
も
の
を
前
に

し
て
動
物
的
に
恍
惚
と
し
た
眼
差
し
を
じ
っ
と
そ
そ
ぐ
」
107
子
供
と
同
様

の
姿
で
あ
っ
た
。「
子
供
は
す
べ
て
を
新
し
さ

0

0

0

の
う
ち
に
見
る
。
子
供
は

い
つ
も
酔
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

」
と
す
る
詩
人
に
と
り
、
感
受
性
の
極
ま
っ
た
状
態

で
大
都
市
の
群
衆
の
う
ち
を
遊
歩
す
る
画
家
は
、
自
ず
と
そ
れ
に
重
な

り
合
う
も
の
と
映
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
制
作
の
点
に
お
い
て

も
子
供
の
感
性
と
厳
密
に
同
一
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼

は
Ｇ
氏
の
天
才
を
「
意
の
ま
ま
に
再
び
見
出
さ
れ
た
幼
年
期

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（l’ enfance 
retrouvée à volonté

）」
と
し
、
す
ぐ
さ
ま
、「
今
や
己お

の
れ

を
表
現
す
る
た
め

に
成
年
の
諸
器
官
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
無
意
志
的
に
集
積
さ
れ
た
材

料
の
総
体
に
秩
序
を
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
分
析
的
精
神

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
、
幼
年
期
」
で
あ
る
と
敷
衍
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

竹
中
が
少
年
期
に
お
け
る
表
現
形
式
の
「
習
熟
」
や
、
あ
る
い
は
「
厳

密
な
詩
学
」
に
言
及
し
て
い
た
点
に
は
、
感
覚
と
表
現
と
の
連
結
と
い
う

問
題
に
対
す
る
類
似
し
た
姿
勢
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
幼
年
期
」
と
「
分

析
的
精
神
」
と
い
う
両
立
不
可
能
と
も
思
え
る
二
つ
の
存
り
方
を
、
絶
え

ず
同
時
に
実
践
す
る
こ
と
が
、
お
そ
ら
く
は
詩
人
と
し
て
の
竹
中
に
と
っ

て
の
課
題
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
Ｇ
氏
は

「
ま
っ
た
く
の
独
力
で
、
技メ

チ
エ能

の
小
さ
な
手て

管く
だ

も
こ
と
ご
と
く
見
出
し
て

し
ま
い
、
助
言
も
受
け
ず
に
わ
れ
と
わ
が
教
育
を
な
し
と
げ
て
、
自
己
流

の
力
強
い
名
匠
と
な
」
っ
た
と
さ
れ
る
の
だ
が
108
、
な
お
か
つ
観
察
の
時

点
で
は
、
事
象
を
新
た
な
相
の
も
と
に
捉
え
る
感
覚
を
失
わ
ず
に
い
る
。

子
供
で
あ
り
つ
つ
大
人
で
も
あ
る
、
あ
る
い
は
子
供
で
も
な
け
れ
ば
大
人

で
も
な
い
、
そ
の
中
間
的
な
様
態
を
、
詩
人
は
「
永
遠
に
恢
復
期
に
あ
る
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人
（un éternel convalescent

）」
109
と
も
呼
び
変
え
て
い
る
。

　
「
竹
中
君
の
ウ
ィ
ッ
ト
は
多
く
の
場
合
永
遠
と
い
う
思
念
に
連
結
さ
れ

て
い
る
」
110
と
す
る
西
脇
順
三
郎
が
、
そ
れ
を
暗
示
す
る
も
の
の
一
つ
と

し
て
挙
げ
て
い
た
の
は
、『
そ
の
ほ
か
』
に
収
め
ら
れ
た
作
品
中
で
も
特

に
有
名
な
「
足
ど
り
」
で
あ
っ
た
。

見
知
ら
ぬ
人
の

会
釈
を
う
け
て

こ
ち
ら
も
丁
寧
に
会
釈
を
か
え
し
た

二
人
の
あ
い
だ
を

こ
こ
ち
よ
い
風
が
ふ
い
た

二
人
は
正
反
対
の
方
向
へ
あ
る
い
て
い
っ
た

地
球
を
一
廻
り
し
て

ま
た
出
会
う
つ
も
り
の
足
ど
り
だ
っ
た
111

　

お
そ
ら
く
は
街
中
の
路
上
で
生
じ
た
出
会
い
の
一
齣
を
描
い
た
と
思

わ
れ
る
こ
の
詩
は
、
ほ
ぼ
一
世
紀
前
、
都
市
改
造
の
進
む
パ
リ
で
の
、
見

知
ら
ぬ
女
性
と
の
一
瞬
の
邂
逅
の
場
面
を
描
い
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
通

り
す
が
り
の
女ひ

と

に
」（« À

 une passante »

、
一
八
六
〇
年
初
出
）
112
を
想
起

さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
の
差
異
を
否
応
な
く
意
識
さ
せ
る
。
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
詩
で
は
、「
丈
高
く
、
細ほ

っ

そ
り
と
、
正
式
の
喪
の
装
い
に
、
厳

か
な
苦
痛
を
包
み
」
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る
女
性
と
擦
れ
違
っ
た
瞬
間
、
彼

女
の
眼
の
う
ち
に
、「
金
縛
り
に
す
る
優
し
さ
と
、
命
を
う
ば
う
快
楽
と

を
」
感
じ
つ
つ
も
、「
私
」
は
最
終
的
に
、「
も
は
や
、
永
遠
の
中
で
し
か
、

き
み
に
会
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
自
問
す
る
に
至
る
。
出
会
い
の
儚

さ
は
、「
き
ら
め
く
光
…
…
そ
れ
か
ら
夜
！

─
は
か
な
く
消
え
た
美
し

い
女ひ

と

」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
、
最
終
節
に
読
ま
れ
る
「
き
み
の
遁の

が

れ

ゆ
く
先
を
私
は
知
ら
ず
、
私
の
ゆ
く
先
を
き
み
は
知
ら
ぬ
」
か
ら
は
、
そ

の
束
の
間
の
経
験
が
二
度
と
繰
り
返
さ
れ
る
気
配
の
な
い
こ
と
が
伝
わ

る
。

　

一
瞬
の
視
線
の
交
錯

─
そ
こ
に
は
死
と
再
生
と
い
う
主
題
も
内
包

さ
れ
て
い
る

─
と
永
遠
の
別
離
の
情
景
を
描
い
た
こ
の
十
四
行
詩
に

比
す
な
ら
ば
、
竹
中
の
詩
の
末
尾
に
は
、
再
会
へ
の
期
待
に
も
似
た
情
感

が
漂
い
、
そ
の
点
で
は
幸
福
的
な
交
感
に
支
え
ら
れ
た
邂
逅
が
描
か
れ
て

い
る
の
だ
と
も
い
え
る
。
悲
嘆
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
は
無
縁
で
あ
る
二
人

の
人
物
の
足
ど
り
は
、
飄
々
と
し
た
も
の
に
も
見
え
、
改
め
て
彼
の
詩
の

〈
明
る
さ
〉
を
印
象
づ
け
る
一
例
と
化
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
竹
中
の

詩
を
批
判
す
る
者
た
ち
に
向
け
て
、

つ
ま
り
こ
れ
は
物
判
り
が
よ
い
と
い
ふ
事
で
、「
今
日
は
」
と
挨
拶
を
さ

れ
て
「
今
日
は
」
と
挨
拶
を
返
す
、そ
れ
が
一
そ
う
洗
練
さ
れ
た
も
ん
や
、

「
何
が
今
日
で
え
、
今
日
が
ど
う
し
た
」
と
返
事
を
し
た
ら
、
も
う
何
も

か
も
要
ら
ん
の
や
な
い
か
113
。

と
反
論
し
て
い
た
足
穂
に
応
答
す
る
た
め
、
二
十
年
以
上
の
時
を
経
て
提

示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
知
ら
ぬ
二
人
が
い
つ
か
ま
た
出
会
う
こ
と
が

あ
り
得
る
の
だ
と
し
て
、
そ
の
際
に
両
者
は
す
で
に
旧
知
の
間
柄
と
な
っ

て
い
る
の
だ
と
、
果
た
し
て
確
言
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
人
は
あ
く
ま
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で も 再 び 見 知 ら ぬ 者 と し て

0000000000

互 い を 見 出 す だ け で あ り 、 そ の 際 に

は 以 前 と 同 様 の 快 適 な 瞬 間 を 感 得 し う る の だ と し て も 、 わ ず かな 会 釈 を 交 わ す だ け で ま た 擦 れ 違 う こ と に な る の で は な い か 、と 想 像 を 進 め る な ら ば 、 単 に 再 会 へ の 希 望 を 帯 び て い る と も 思わ れ た 結 語 は 俄 に 異 な る 相 貌 を 呈 し は じ め る 。 こ の と き 両 者 の出 会 い は 、 反 復 可 能 と 映 る と 同 時 に 、 つ ね に 初 め て の も の と して 経 験 さ れ う る も の と も な る の だ 。　
そ し て 、 こ の 束 の 間 の 擦 れ 違 う 「 見 知 ら ぬ 人 」 を 、 詩 人 が 取

り 扱 う こ と と な る 事 象 そ の も の へ と 置 き 換 え て み る な ら ば 、 この 詩 は 竹 中 の 詩 に お け る 感 覚 の 核 心 を 語 る 一 つ の 寓 話 と も なり え て い よ う 。 そ の 感 覚 と は 、  事 象 と の 邂 逅 の 一 瞬 に お い て  「 ここ ち よ い 風 」 を 感 じ 取 る も の で あ る 一 方 で 、 そ の 清 新 さ を 再 び見 出 す た め に は 、 果 て し な い 迂 路 を 経 る こ と が 要 請 さ れ る と いう 点 で 、 こ の う え な く 峻 厳 な も の で あ っ た の だ と 、 ひ と ま ず は考 え ら れ る の で あ る 。　 　

註
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3 2参 照 ） と と も に 、 こ れ ら 二 つ の 書 誌 情 報

と し て 『 詩 集 』 で は 「 昭 和

1 6年

2月 」 と 表 記 さ れ て い る が 、 正 し く は 右

記 の と お り 。5　 「 硝 子 窓 に 映 つ て ゐ る  〔 … … 〕  」  は  『 象 牙 海 岸 』  中 の  「 カ イ ロ の 旅 宿 」  （  『 全詩 集 』 二 〇 〇 頁 ／ 『 詩 集 成 』 一 五 六 頁 ） を 、  「 燕 の 來 る 三 等 郵 便 局 」 は 「 燕　
何 で も な い 詩 抄 よ り 」  （  「 羅 針 」 第 一 〇 号 （ 一 九 三 五 年 一 二 月 ）  、 三 一 ─

三 三 頁 ） を 、 そ れ ぞ れ 指 す も の と ほ ぼ 断 定 で き る 。 ま た 、  「 縄 跳 び を して い る 〔 … … 〕  」 は 「 縄 跳 び

　
繪 に 添 へ て 」  （  「 文 藝 汎 論 」 第 五 巻 第 一 〇 号

（ 一 九 三 五 年 一 〇 月 ）  初 出 。  『 詩 集 成 』  五 九 三 頁 ）  を 、  「 闘 牛 の 手 が  〔 … … 〕  」は 『 象 牙 海 岸 』 中 の 「 殺 さ れ る 牛 」 の ２ （  『 全 詩 集 』 二 〇 八 頁 ／ 『 詩 集 成 』一 六 一 頁 ） を 、  「 イ ナ ビ カ リ の し た 〔 … … 〕  」 は 「 夏 の 夜 」  （  「 文 學 」 第 三冊 （ 一 九 三 二 年 九 月 ） 初 出 。  『 詩 集 成 』 五 六 四 ─ 五 六 五 頁 ） を 指 示 し て いる と 思 わ れ る が 、 定 か で は な い 。6　
た と え ば 杉 山 平 一 は 、  「 竹 中 郁 の 詩 は 前 期 に お い て は モ ダ ニ ズ ム 、 中 期

以 後 に お い て は 、 ロ マ ン チ シ ズ ム の 色 を 濃 く し て 、 し だ い に 、 人 生 的 ・社 会 風 刺 的 な 傾 向 を 示 し て い る が 、 一 貫 し て き わ め て 清 新 、 明 快 、 平 明の 独 自 の 詩 境 を 展 開 し て い る 」 と い う 見 取 り 図 を 提 示 し て い る （  「 竹 中 郁の 詩 」  、  『 詩 集 』 一 四 七 頁 。 初 出 は 『 現 代 詩 鑑 賞 講 座

　
第 ９ 巻

　
モ ダ ニ ズ

ム の 旗 手 た ち 』 角 川 書 店 、 一 九 六 九 年 ）  。7　
ヨ ー ロ ッ パ 滞 在 中 の 一 九 二 八 年 、 春 山 行 夫 編 集 に よ る モ ダ ニ ズ ム 的 傾

向 の 強 い 詩 誌 「 詩 と 詩 論 」 に 参 加 し た 一 方 で 、 一 九 三 三 年 に は 堀 辰 雄 編集 の 「 四 季 」 の 創 刊 同 人 と な っ た 点 に 関 し 、 清 岡 卓 行 は 帰 国 後 の 竹 中 が 、「 自 分 の 日 常 的 な 生 活 に 親 し み 、 彼 な り の 現 実 主 義 と 抒 情 を 新 し く さ せ 」た 結 果 だ と し て い る （  「 竹 中 郁 （

1
9
0
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9
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2

）　
日 常 的 現 実 に お い て 瀟
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洒
か
ら
深
遠
へ
」、「
文
學
界
」
二
〇
〇
一
年
一
月
号
、
二
〇
七
頁
）。

8　
『
全
詩
集
』
一
九
頁
／
『
詩
集
成
』
二
〇
頁
。

9　
『
全
詩
集
』
五
一
頁
／
『
詩
集
成
』
三
九
頁
。

10　
『
全
詩
集
』
五
二
頁
／
『
詩
集
成
』
四
〇
頁
。

11　
『
全
詩
集
』
三
六
頁
／
『
詩
集
成
』
三
〇
頁
。

12　
『
全
詩
集
』
五
三
頁
／
『
詩
集
成
』
四
〇
頁
。

13　
『
全
詩
集
』
一
一
四
頁
／
『
詩
集
成
』
八
六
頁
。

14　
『
全
詩
集
』
一
○
一
─
一
○
二
頁
／
『
詩
集
成
』
七
五
─
七
七
頁
。

15　
『
全
詩
集
』
三
七
頁
／
『
詩
集
成
』
三
〇
頁
。

16　
『
全
詩
集
』
一
三
三
頁
／
『
詩
集
成
』
一
〇
一
頁
。

17　
『
全
詩
集
』
三
一
頁
／
『
詩
集
成
』
二
七
頁
。

18　
『
全
詩
集
』
五
四
─
五
七
頁
／
『
詩
集
成
』
四
一
─
四
三
頁
。
な
お
、『
全
詩
集
』

で
別
詩
篇
と
さ
れ
て
い
る
「
踊
り
場
の
床
板
」
は
、『
詩
集
成
』
に
従
っ
て
直
前
の
「
室

内
」
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
も
の
と
み
な
す
。

19　
『
全
詩
集
』
六
五
四
─
六
五
五
頁
／
『
詩
集
成
』
五
四
三
─
五
四
四
頁
。
初
出
は
「
ド

ノ
ゴ
ト
ン
カ
」
第
二
巻
第
一
号
（
一
九
二
九
年
一
月
）。
た
と
え
ば
最
初
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
「
靴
」
は
以
下
の
と
お
り
：

靴く
つ
や匠

が
正
し
い
型
を
造
つ
て
く
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
足
が
そ
の
型
に
な
ら
う

と
は
し
な
い
の
で
す
。
机
の
下
で
。

20　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
ス
タ
ン
ツ
ェ
』
岡
田
温
司
訳
、
あ
り
な
書
房
、

一
九
九
八
年
、
七
三
─
七
六
頁
を
参
照
。

21　
『
全
詩
集
』
八
七
─
八
八
頁
／
『
詩
集
成
』
六
五
─
六
六
頁
。

22　
『
全
詩
集
』
九
三
頁
／
『
詩
集
成
』
六
九
頁
。

23　
『
全
詩
集
』
一
〇
七
頁
／
『
詩
集
成
』
八
一
頁
。

24　
『
全
詩
集
』
一
七
七
頁
／
『
詩
集
成
』
一
三
九
頁
。

25　

福
田
知
子
『
詩
的
創
造
の
水
脈

─
北
村
透
谷
・
金
子
筑
水
・
園
頼
三
・
竹
中
郁
』

晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
二
〇
三
頁
。
ち
な
み
に
そ
れ
以
降
の
詩
集
に
つ
い
て
は
、

「
留
学
体
験
期
」
は
『
象
牙
海
岸
』
／
『
署
名
』、「
戦
災
体
験
期
」
は
『
動
物
磁
気
』

／
『
龍
骨
』、「
晩
年
期
」
は
『
ポ
ル
カ　

マ
ズ
ル
カ
』
／
『
そ
の
ほ
か
』
と
い
う
か

た
ち
で
明
暗
の
対
比
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

26　

た
と
え
ば
安
水
稔
和
『
竹
中
郁　

詩
人
さ
ん
の
声
』
編
集
工
房
ノ
ア
、二
〇
〇
四
年
、

一
七
二
─
一
七
三
頁
を
参
照
。

27　
『
全
詩
集
』
七
四
─
七
五
頁
／
『
詩
集
成
』
五
五
─
五
六
頁
。

28　
『
全
詩
集
』
六
〇
─
六
一
頁
／
『
詩
集
成
』
四
六
頁
。

29　

清
岡
、
前
掲
、
二
〇
七
頁
。

30　
『
全
詩
集
』
二
七
二
頁
／
『
詩
集
成
』
二
一
三
頁
。

31　
『
全
詩
集
』
二
二
六
頁
／
『
詩
集
成
』
一
七
六
頁
。

32　

竹
中
郁
「
贋
サ
イ
ゴ
オ
（
稻
垣
足
穂
の
肖
像
）」、「
文
藝
汎
論
」
第
六
巻
第
二
号

（
一
九
三
六
年
二
月
）、
四
六
頁
（『
詩
集
』
一
一
九
頁
）。

33　

同
前
。

34　

た
と
え
ば
杉
山
平
一
は
、「
竹
中
の
場
合
は
、
全
く
新
し
い
こ
と
ば
に
よ
り
絵
を
か

く
と
い
う
、
き
わ
め
て
視
覚
的
要
素
の
強
い
作
品
が
主
流
を
な
し
て
い
る
」
と
指
摘

し
て
お
り
（
前
掲
、『
詩
集
』
一
四
七
頁
）、
ま
た
清
岡
卓
行
は
「
晩
夏
」
な
ど
の
初

期
作
品
を
引
用
し
つ
つ
、
そ
こ
に
「
鮮
明
な
色
彩
。
現
実
の
情
緒
を
増
幅
さ
せ
る
そ

の
明
晰
な
反
映
。
澄
ん
だ
光
と
影
。
意
表
を
つ
く
絵
画
的
な
連
想
に
よ
る
比
喩
。
あ

る
い
は
そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
の
輪
廓
の
生
動
」
を
見
、「
視
覚
に
優
れ
た
技
法
」
で
あ

る
と
し
て
い
る
（
前
掲
、
二
〇
六
頁
）。

35　

竹
中
郁
「
善
助
茶
屋
」、「
神
戸
新
聞
」
一
九
七
八
年
一
二
月
二
一
日
。
福
田
、前
掲
、

二
二
三
頁
よ
り
引
用
。

36　

西
脇
順
三
郎「
竹
中
郁　

詩
人
の
肖
像
」、『
詩
集
』一
四
〇
─
一
四
二
頁（
初
出
は『
日

本
の
詩
歌
』
第
二
五
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
）。

37　

ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
」、『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
・
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溶
け
る
魚
』
巖
谷
國
士
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、
三
七
頁
を
参
照
。

38　

竹
中
郁
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ス
ー
ラ
の
香
水
」、『
世
界
の
名
画
9　

ス
ー
ラ
と
新
印

象
派
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
、
五
一
頁
。
な
お
、
引
用
箇
所
の
最
後
で
続
け

ら
れ
て
い
る
三
つ
の
形
容
（「
一
層
ふ
か
く
、
一
層
か
が
や
か
し
く
、
一
層
不
可
思
議

な
」）
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
散
文
詩
「
窓
」（
一
八
六
三
年
初
出
）
に
も
順
不
同
な

が
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
関
連
の
有
無
は
定
か
で
は
な
い
。

39　
『
全
詩
集
』
二
四
頁
／
『
詩
集
成
』
二
四
頁
。

40　
『
全
詩
集
』
二
五
頁
／
『
詩
集
成
』
二
四
─
二
五
頁
。

41　
『
全
詩
集
』
二
九
頁
／
『
詩
集
成
』
二
六
─
二
七
頁
。

42　
『
全
詩
集
』
二
一
頁
／
『
詩
集
成
』
二
二
頁
。

43　

杉
山
平
一
「
竹
中
郁
の
世
界
」、『
全
詩
集
』
七
一
五
頁
。

44　
『
全
詩
集
』
二
〇
頁
／
『
詩
集
成
』
二
一
頁
。

45　
『
全
詩
集
』
二
三
頁
／
『
詩
集
成
』
二
三
─
二
四
頁
。

46　
『
全
詩
集
』
一
七
三
頁
／
『
詩
集
成
』
一
三
六
頁
。

47　
『
全
詩
集
』
二
二
九
頁
／
『
詩
集
成
』
一
七
八
頁
。

48　
『
全
詩
集
』
二
三
六
頁
／
『
詩
集
成
』
一
八
五
頁
。

49　

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
赤
裸
の
心
」、『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
第
六
巻
、

阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
、
四
〇
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

50　

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル「
現
代
生
活
の
画
家
」、『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』第
四
巻
、

阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
年
、
一
四
七
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

51　
『
全
詩
集
』
二
一
七
頁
／
『
詩
集
成
』
一
六
七
頁
。

52　
『
全
詩
集
』
一
九
一
頁
／
『
詩
集
成
』
一
四
九
頁
。

53　
『
全
詩
集
』
一
一
二
頁
／
『
詩
集
成
』
八
五
頁
。

54　
『
全
詩
集
』
一
四
一
─
一
四
二
頁
／
『
詩
集
成
』
一
〇
八
─
一
〇
九
頁
。

55　

福
田
、
前
掲
、
特
に
二
○
九
─
二
二
二
頁
を
参
照
。

56　

近
藤
東
「
映
畫
と
詩
人
と
」、「
近
代
風
景
」
第
二
巻
第
三
号
（
一
九
二
七
年
三
月
）、

八
四
頁
。

57　

近
藤
東
「
ポ
エ
ム
・
イ
ン
・
シ
ナ
リ
オ
」、「
近
代
風
景
」
第
二
巻
第
四
号
（
一
九
二
七

年
四
月
）、
七
三
─
七
四
頁
。

58　

近
藤
東
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
」、「
近
代
風
景
」
第
二
巻
第
六
号
（
一
九
二
七
年
七
月
）、

七
三
頁
。

59　

同
前
、
七
四
頁
。

60　

近
藤
東
「
ポ
エ
ム
・
イ
ン
・
シ
ナ
リ
オ
」、「
近
代
風
景
」
第
三
巻
第
五
号
（
一
九
二
八

年
五
月
）、九
一
─
九
三
頁（
こ
の
二
篇
は「
詩
と
詩
論
」第
一
冊（
一
九
二
八
年
九
月
）、

一
四
二
─
一
四
五
頁
に
も
再
録
）。

61　

神
原
泰
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
試
論
」、「
詩
・
現
實
」
第
二
冊
（
一
九
三
〇
年
九
月
）、

二
六
八
頁
。

62　

同
前
、
二
六
九
頁
。

63　

同
前
、
二
六
八
頁
。

64　

同
前
、
二
六
九
頁
。

65　

同
前
、
二
七
〇
頁
。

66　

同
前
、
二
七
一
頁
。

67　

竹
中
久
七
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
は
何
故
無
意
味
か
」、「
リ
ア
ン
」
第
七
集
（
一
九
三
〇

年
九
月
）、
三
一
頁
。

68　

竹
中
郁
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の
こ
と
」、「
詩
神
」
第
六
巻
第
一
二
号
（
一
九
三
〇
年

一
二
月
）、
五
一
頁
。

69　

同
前
。

70　

中
河
與
一
「
念
佛
を
要
求
し
な
い
月
評
」、「
新
潮
」
第
二
七
年
第
三
号
（
一
九
三
〇

年
三
月
）、
一
〇
七
頁
。

71　

同
前
。

72　
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
」
の
一
篇
と
し
て
、「
詩
と
詩
論
」
第
七
冊
（
一
九
三
〇
年
三
月
）、

八
八
─
八
九
頁
に
発
表
。
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73　

ち
な
み
に
村
野
は
詩
誌
「
旗
魚
」
第
一
五
号
（
一
九
三
三
年
四
月
、
四
六
頁
）
に

お
い
て
、『
象
牙
海
岸
』
を
簡
潔
な
が
ら
評
し
て
い
る
。

74　

五
城
康
雄
「
シ
ネ
・
ス
ポ
ー
ツ
・
ポ
エ
ム
に
就
て
」、「
地
上
楽
園
」
第
五
巻
第
八

号
（
一
九
三
〇
年
八
月
）、
一
三
頁
。

75　

同
前
、
一
四
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

76　

同
前
。

77　

同
前
。

78　

同
前
。

79　

五
城
康
雄
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
再
論
」、「
地
上
楽
園
」
第
六
巻
第
一
号
（
一
九
三
一

年
一
月
）、
一
三
頁
。

80　

折
戸
彫
夫
「
シ
ネ
ポ
エ
ム
の
詩
學
的
建
設
（
上
）
─
斷
片
と
し
て

─
」、「
旗
魚
」

第
一
五
号
（
一
九
三
三
年
四
月
）、
四
〇
頁
。

81　

同
前
。

82　

同
前
、
四
一
頁
。

83　

五
城
康
雄
「
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
再
論
」、
一
四
頁
。

84　

同
前
、
一
五
─
一
六
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

85　

五
城
康
雄
「
詩
・
モ
ン
タ
ア
ジ
ユ
論
」、「
地
上
楽
園
」
第
六
巻
第
三
号
（
一
九
三
一

年
四
月
）、
一
二
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

86　

五
城
康
雄
「
冩
眞
と
文
字
と
の
交
流　

─
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
の
一
傾
向
と
し
て

─
」、「
地
上
楽
園
」
第
六
巻
第
七
号
（
一
九
三
一
年
九
月
）、
七
頁
。

87　
『
全
詩
集
』
一
五
一
─
一
五
三
頁
／
『
詩
集
成
』
一
一
七
─
一
一
九
頁
。

88　

戦
後
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
原
子
朗
は
「
ラ
グ
ビ
イ
」
に
つ
い
て
、「
1
か
ら

30
ま
で
の
各
シ
ー
ン
の
推
移
は
、
お
お
む
ね
ラ
グ
ビ
イ
ゲ
ー
ム
の
進
行
を
追
っ
て
い

る
が
、
こ
の
詩
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
そ
う
し
た
時
間
の
構
成
よ
り
も
、
各
シ
ー
ン
の

イ
メ
ー
ジ
の
新
鮮
さ
、
カ
メ
ラ
ア
イ
の
奇
抜
さ
、
大
胆
な
メ
タ
フ
ァ
の
あ
ざ
や
か
さ

…
…
に
あ
る
」
と
し
、
時
間
的
継
起
性
の
問
題
を
い
わ
ば
捨
象
し
た
か
た
ち
で
解

説
を
進
め
て
い
る
（「
竹
中
郁
「
ラ
グ
ビ
イ
」」、「
国
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」

一
九
六
七
年
四
月
号
、
八
二
頁
）。

89　

長
江
道
太
郎
「
竹
中
郁
・
ラ
グ
ビ
イ　

そ
し
て
彼
の
ス
テ
ツ
キ
の
道
」、「
詩
と
詩
論
」

第
一
一
冊
（
一
九
三
一
年
三
月
）、
二
二
七
─
二
二
八
頁
。

90　

阪
本
越
郎「
竹
中
郁
と
輓
近
派
」、「FAN

TASIA

」第
二
輯（
一
九
二
九
年
一
二
月
）、

三
二
頁
。

91　

同
前
。

92　

清
岡
、
前
掲
、
二
〇
七
頁
。

93　

レ
ッ
シ
ン
グ
『
ラ
オ
コ
オ
ン

―
絵
画
と
文
学
と
の
限
界
に
つ
い
て

―
』
斎
藤

栄
治
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
〇
年
、
一
九
六
頁
。

94　

折
戸
、
前
掲
、
四
二
頁
。

95　
「
近
代
風
景
」
第
三
巻
第
五
号
（
一
九
二
八
年
五
月
号
）、
九
一
─
九
二
頁
。

96　
『
全
詩
集
』
一
五
四
─
一
五
六
頁
／
『
詩
集
成
』
一
二
〇
─
一
二
三
頁
。

97　
『
全
詩
集
』
一
四
六
─
一
五
〇
頁
／
『
詩
集
成
』
一
一
二
─
一
一
六
頁
。

98　
「
ラ
グ
ビ
イ
」
は
、
タ
イ
ト
ル
に
続
き
「
ア
ル
チ
ウ
ル
・
オ
ネ
ガ
作
曲
」
と
あ
る
よ

う
に
、ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
オ
ネ
ゲ
ル
（
一
八
九
二
─
一
九
五
五
年
）
作
曲
の
「
ラ
グ
ビ
ー

（
交
響
的
運
動
第
二
番
）」（
一
九
二
八
年
）
に
着
想
を
得
て
制
作
さ
れ
た
詩
で
あ
り
、

映
画
だ
け
で
は
な
く
、
実
は
音
楽
と
の
関
連
か
ら
も
考
察
す
べ
き
作
品
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
ブ
レ
ー
ズ
・
サ
ン
ド
ラ
ー
ル
の
「
シ
ベ
リ
ア
鉄
道

と
フ
ラ
ン
ス
の
少
女
ジ
ャ
ン
ヌ
の
散
文
」（
一
九
一
三
年
）
が
「
音
楽
家
た
ち
」
に
献

じ
ら
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
サ
ン
ド
ラ
ー
ル
の
詩
が
、
ソ
ニ
ア
・
ド
ロ
ー
ネ
ー
の
絵

画
と
並
置
さ
れ
つ
つ
、「
最
初
の
同
時
的
書
物
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考

え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
個
々
の
芸
術
の
時
間
的
特
性
と
い
う
差
異
を
超

え
て
、
諸
芸
術
の
間
に
新
た
な
関
係
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
働
い
て
い
る

も
の
と
み
な
せ
る
。

　

ま
た
、
日
本
の
シ
ネ
・
ポ
エ
ム
を
振
り
返
る
な
ら
ば
、
近
藤
東
が
映
画
上
の
実
験
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的
な
試
み
に
賛
同
す
る
者
と
し
て
、
詩
人
と
な
ら
ん
で
「
音
樂
家
」
を
挙
げ
て
い
た

こ
と
も
想
起
さ
れ
る
。
竹
中
の
「
ラ
グ
ビ
イ
」
も
、
こ
の
よ
う
な
諸
芸
術
の
連
結
に

よ
る
新
た
な
関
係
性
を
模
索
し
た
作
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

な
お
、
竹
中
は
「
ラ
グ
ビ
イ
」
を
発
表
し
た
の
と
同
じ
「
詩
と
詩
論
」
第
六
冊

（
一
九
二
九
年
一
二
月
）
に
、
サ
ン
ド
ラ
ー
ル
の
他
の
詩
の
翻
訳
を
載
せ
て
い
る
。

99　
「
解
題
」、『
全
詩
集
』
七
三
七
頁
／
「
解
題
」、『
詩
集
成
』
七
八
五
頁
。

100　
『
詩
集
成
』
四
六
六
頁
。

101　
『
全
詩
集
』
六
四
八
頁
／
『
詩
集
成
』
五
〇
九
頁
。

102　
「
編
者
あ
と
が
き
」、『
全
詩
集
』
七
七
〇
頁
。
実
際
に
、
た
と
え
ば
『
黄
蜂
と
花
粉
』

五
十
二
篇
か
ら
は
十
八
篇
、『
枝
の
祝
日
』
二
十
一
篇
か
ら
は
十
一
篇
が
削
除
の
対

象
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、『
動
物
磁
気
』
四
十
三
篇
か
ら
は
八
篇
の
み
、『
ポ
ル

カ　

マ
ズ
ル
カ
』
か
ら
は
い
っ
さ
い
の
削
除
な
し
、
と
な
っ
て
い
る
。

103　

足
立
巻
一
『
評
伝　

竹
中
郁　

そ
の
青
春
と
詩
の
出
発
』
理
論
社
、
一
九
八
六
年
、

一
〇
頁
。

104　
『
全
詩
集
』
六
四
八
頁
／
『
詩
集
成
』
五
〇
九
頁
。

105　

竹
中
郁
「
意
見
と
経
験
」、「
中
央
公
論
」
一
九
七
五
年
六
月
号
、
二
二
一
頁
（『
詩

集
』
一
二
四
頁
。『
詩
集
』
で
は
「
子
供
の
詩
に
つ
い
て
」
と
改
題
）。

106　
「
雪
」（「
ロ
ー
ズ
サ
ー
ク
ル
」
二
月
号
（
一
九
六
七
年
一
月
）
初
出
。『
全
詩
集
』

六
九
七
頁
／
『
詩
集
成
』
六
八
九
頁
）
と
題
さ
れ
た
戦
後
の
詩
で
は
、
雪
を
「
天
か

ら
の
手
紙
だ
」
と
書
く
「
小
学
二
年
生
の
女
児
」
に
対
し
て
、「
巧
す
ぎ
る
じ
ゃ
な
い

か
／
し
ゃ
れ
す
ぎ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
感
じ
つ
つ
、「
地
面
ば
か
り
み
て
歩
い
て

い
る
」
大
人
に
は
、「
天
か
ら
手
紙
が
く
る
」
資
格
な
ど
な
い
と
断
じ
て
い
る
。

107　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
現
代
生
活
の
画
家
」、
前
掲
、
一
四
五
頁
（
強
調
は
原
著
者
）。

108　

同
前
、
一
四
三
頁
。

109　

同
前
、
一
四
五
頁
。

110　

西
脇
、
前
掲
、『
詩
集
』
一
四
〇
頁
。

111　
『
全
詩
集
』
六
三
四
頁
／
『
詩
集
成
』
四
五
八
頁
。

112　

シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
「
通
り
す
が
り
の
女ひ

と

に
」、『
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』

第
一
巻
、
阿
部
良
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
七
九
─
一
八
〇
頁
。

113　

稲
垣
、
前
掲
、
四
八
頁
（『
詩
集
』
一
四
四
頁
）。
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報告

　

結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
分
断
す
る
も
の
、
す
べ
て
を
等
し

い
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
差
異
を
保
た
せ
る
も
の
、
そ
し
て

そ
れ
を
越
え
て
新
し
い
体
験
を
可
能
と
さ
せ
る
も
の

―
こ
の
よ
う
な

「
海
」
や
「
境
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
冒
頭
の
対
談
の
な
か
で
二
人
の
作

家
の
個
人
的
体
験
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
は
そ
の
あ
と
の
朗
読
の
部
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が

れ
て
い
っ
た
。
朗
読
は
、
１
．
イ
ル
マ
・
ラ
ク
ー
ザ
『
も
っ
と
海
を
』
か

ら
の
三
つ
の
章
、
２
．
多
和
田
葉
子
の
作
品
、
３
．
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
の

二
つ
の
詩
、
の
三
部
か
ら
な
っ
て
い
た
。
ラ
ク
ー
ザ
の
「
国
境
」
の
章
に

つ
い
て
は
、
本
人
の
朗
読
に
加
え
て
、
当
日
参
加
し
て
い
た
学
生
に
よ
っ

て
日
本
語
訳
も
朗
読
、
ま
た
、
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
原

文
の
ロ
シ
ア
語
、
ラ
ク
ー
ザ
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
訳
、
そ
し
て
、
こ
の
日
の

た
め
に
こ
れ
ら
の
詩
の
日
本
語
訳
を
用
意
し
て
く
れ
た
所
員
の
前
田
和

泉
（
ロ
シ
ア
文
学
）
が
、
自
ら
の
翻
訳
を
朗
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同

じ
詩
の
ロ
シ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
訳
、
日
本
語
訳
の
響
き
を
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
た
。

　
「
も
っ
と
海
を
!

」
を
掲
げ
た
こ
の
対
談
・
朗
読
会
は
、
実
際
、
ま
さ

に
「
海
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
・
言

語
の
あ
い
だ
を
行
き
交
う
も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
催
し
が
終
わ
っ
た
後
に

寄
せ
ら
れ
た
複
数
の
方
々
の
感
想
か
ら
も
強
く
確
信
し
た
の
だ
が
、
お
そ

「
も
っ
と
海
を
！ 

」M
ehr M

eer

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
多
言
語
世
界
の
文
学
を
考
え
る

　

  　
 

対
談
・
朗
読　

イ
ル
マ
・
ラ
ク
ー
ザ×

多
和
田
葉
子
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二
人
の
作
家
イ
ル
マ
・
ラ
ク
ー
ザ
と
多
和
田
葉
子
に
よ
る
対
談
・
朗
読

会
の
夕
べ
「
も
っ
と
海
を
！
」
は
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
八
日
、
総
合
文

化
研
究
所
主
催
に
よ
り
同
研
究
所
に
て
行
わ
れ
た
。
ラ
ク
ー
ザ
は
ス
ロ
ヴ

ァ
キ
ア
生
ま
れ
。
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
人
の
父
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
母
と
の
間

に
生
ま
れ
て
、
幼
少
期
を
ブ
ダ
ペ
ス
ト
、
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
、
ト
リ
エ
ス
テ

で
過
ご
し
、
つ
い
で
一
家
で
ス
イ
ス
に
移
住
、
現
在
も
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
暮

ら
し
て
い
る
。
作
家
・
批
評
家
と
し
て
の
活
動
と
な
ら
ん
で
、
ロ
シ
ア
語
、

セ
ル
ビ
ア
・
ク
ロ
ア
チ
ア
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
か

ら
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
活
動
（
と
り
わ
け
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
や
マ
ル
グ
リ
ッ

ト
・
デ
ュ
ラ
ス
）
は
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
多
和
田
葉
子
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
早
稲
田
大
学
で
ロ
シ
ア
文
学
を
学
ん
だ
後
、

ド
イ
ツ
に
渡
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
そ
し
て
現
在
は
ベ
ル
リ
ン
に
て
、
日
本

語
お
よ
び
ド
イ
ツ
語
に
よ
っ
て
非
常
に
精
力
的
な
作
家
活
動
を
繰
り
広

げ
て
い
る
。「
も
っ
と
海
を
！ 

」
と
い
う
こ
の
対
談
・
朗
読
会
の
タ
イ
ト

ル
は
、
直
接
的
に
は
、
二
〇
〇
九
年
の
チ
ュ
ー
リ
ヒ
書
籍
賞
を
受
賞
し
た

イ
ル
マ
・
ラ
ク
ー
ザ
の
著
作 M

ehr M
eer 

の
書
名
に
ち
な
ん
だ
も
の
で

も
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
何
よ

り
も
多
言
語
多
文
化
の
は
ざ
ま
に
あ
り
、
国
と
国
を
隔
て
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
つ
な
い
で
い
る
も
の
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
自
体
が
つ
ね
に

動
い
て
い
る
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。
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ら
く
こ
の
満
員
の
会
場
に
居
合
わ
せ
た
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
こ
こ
で

の
時
間
は
き
わ
め
て
刺
激
に
満
ち
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
、
こ
の
日
朗
読
さ
れ
た
作
品
の
う
ち
、
ラ
ク
ー
ザ
『
も

っ
と
海
を
』
か
ら
「
海
辺
で
」「
シ
エ
ス
タ
の
部
屋
」「
国
境
」
の
三
つ
の

章
の
日
本
語
訳
、
お
よ
び
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ
の
二
つ
の
詩
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
、
ロ
シ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
訳
、
日
本
語
訳
を
紹
介
し
た
い
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

イ
ル
マ
・
ラ
ク
ー
ザ
『
も
っ
と
海
を
』
か
ら　
　
　

  

山
口
裕
之 

監
訳 

註

(Ilm
a R

akusa, M
ehr M

eer. E
rinnergunspassagen. G

raz-W
ien: 

Literaturverlag D
roschl, 2009) 

海
辺
で　

Am
 M

eer

　

リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
、
そ
れ
は
霧
と
褐
炭
の
に
お
い
、
褐
炭
の
に
お
い
と
霧

で
も
あ
っ
た
。
霧
の
下
で
キ
ノ
コ
が
繁
殖
し
、
風
邪
が
流
行
っ
た
。
カ
フ

ェ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
少
な
か
ら
ず
不
機
嫌
な
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
た
。

Then w
e w

ere heading tow
ards the sea.

（
そ
の
時
、
私
た
ち
は
海
の
方
へ
向

か
っ
て
い
た
。）

　

カ
ル
ス
ト
地
帯
に
く
る
と
突
然
、
天
候
が
変
わ
る
。
霧
の
靄も

や

は
そ
の
ま

ま
残
り
、
石
灰
の
大
地
の
上
に
マ
ツ
の
黒
い
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。

カ
シ
や
ビ
ャ
ク
シ
ン
、
ハ
リ
エ
ニ
シ
ダ
。
赤
土
。
ガ
レ
。
遠
く
に
点
々
と

見
え
る
集
落
の
教
会
の
塔
は
尖
っ
て
い
な
い
。
教
会
の
塔
で
は
な
く
鐘
楼

だ
。
地
中
海
的
な
雰
囲
気
が
す
る
。

　

私
は
息
を
呑
ん
だ
に
違
い
な
い
、
こ
の
初
め
て
の
海
を
前
に
し
て
。
今

で
も
な
お
、
北
方
に
行
っ
て
目
を
閉
じ
る
と
、
あ
の
明
る
い
海
の
広
大
さ

が
見
え
て
く
る
。
潮
の
匂
い
を
嗅
ぎ
、
波
が
岸
を
打
つ
の
を
耳
に
す
る
。

そ
し
て
世
界
は
平
穏
に
存
在
し
て
い
る
。
自
然
と
唇
が
「
Ｏ
」
の
形
を
作

っ
て
し
ま
う
。

　

水
、
風
、
温
も
り
、
石
、
白
、
青
、
貝
、
海
藻
、
ツ
ル
ニ
チ
ソ
ウ
、
月

桂
樹
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
ブ
ド
ウ
、
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
。
ま
た
、
子
ど
も

用
ブ
ラ
ン
コ
や
フ
ァ
ラ
オ
［
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム
］、
ミ
ラ
マ
ー
レ
城
や
魚

や
船
。
あ
る
い
は
こ
ん
な
感
覚
だ
。

子
ど
も
の
こ
ろ
の
四
角
形
に
は

灯
台
や
入
江

城
や
ツ
ゲ

ベ
ラ
ン
ダ
や
狐
の

メ
ル
ヒ
ェ
ン
、
浜
辺
や

イ
ス
ト
リ
ア
の
砂
、
父
さ
ん
、

母
さ
ん
、
そ
れ
に
寄
せ
て
砕
け
る
波

ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
イ
や
風
が
あ
る

で
も
カ
ル
ス
ト
か
ら
は
何
の
不
安
も
や
っ
て
こ
な
い

　

あ
る
幸
せ
な
思
い
を
速
記
で
と
ど
め
た
も
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
実
際
、

た
く
さ
ん
の
顔
が
あ
る
。
海
の
よ
う
に
、
空
の
よ
う
に
、
分
断
さ
れ
た
都
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市
の
よ
う
に
。
Ａ
地
区
は
連
合
国
に
、
Ｂ
地
区
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
に

管
理
さ
れ
て
い
た
。
私
た
ち
は
Ａ
地
区
に
住
ん
で
い
た
。
ミ
ラ
マ
ー
レ
方

面
に
あ
る
バ
ル
コ
ラ
に
。
牡
牛
の
血
の
よ
う
に
真
っ
赤
な
屋
根
の
家
だ
。

そ
の
当
時
の
南
部
鉄
道
が
走
る
陸
橋
の
上
方
に
あ
り
、
急
勾
配
の
サ
ン
・

ボ
ル
ト
ロ
通
り
沿
い
に
立
っ
て
い
る
。
庭
と
東
屋
が
あ
り
、
朝
を
告
げ
て

鳴
く
雄
鶏
が
い
た
。
上
の
階
か
ら
は
海
の
眺
め
。
浴
室
は
隣
の
ア
パ
ー
ト

に
宿
泊
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
人
将
校
の
一
家
と
共
用
し
て
い
た
。
二
つ
の

新
し
い
言
語
が
私
の
耳
に
刺
激
を
与
え
た
。
英
語
と
イ
タ
リ
ア
語
だ
。
英

語
は
私
に
と
っ
て
い
つ
ま
で
も
未
知
の
世
界
の
言
語
だ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア

語
は
隣
の
家
の
娘
で
猫
背
の
ヴ
ィ
オ
レ
ッ
タ
や
浜
辺
の
子
供
た
ち
、
市
場

の
露
天
商
の
女
性
た
ち
か
ら
教
わ
っ
た
。

　

私
は
ど
ん
ど
ん
学
ん
だ
。
コ
ル
ク
ベ
ル
ト
を
つ
け
て
泳
ぐ
こ
と
、
ヴ
ィ

オ
レ
ッ
タ
と
お
し
ゃ
べ
り
す
る
こ
と
、
市
街
電
車
に
乗
る
こ
と
、
向
か
い

風
に
逆
ら
う
こ
と
。
私
は
く
た
く
た
に
な
る
ま
で
学
び
、
父
と
母
に
挟
ま

れ
て
、
子
供
ら
し
く
ぐ
っ
す
り
と
眠
っ
た
。

　

私
た
ち
の
目
と
同
じ
高
さ
で
陸
橋
を
通
り
過
ぎ
る
列
車
も
、
私
は
怖
く

な
か
っ
た
。
昼
で
も
夜
で
も
。
列
車
は
お
も
ち
ゃ
の
よ
う
に
水
平
線
に
向

か
っ
て
滑
る
よ
う
に
走
り
、
見
え
な
く
な
っ
た
。

　

庭
に
は
何
の
魔
法
の
力
も
な
か
っ
た
。
狭
く
、
荒
れ
果
て
て
い
て
、
緑

色
の
が
ら
く
た
置
き
場
の
よ
う
だ
っ
た
。
ツ
ゲ
や
何
本
か
の
無
花
果
の
木

が
あ
り
、
野
菜
が
少
し
ば
か
り
植
え
ら
れ
、
ま
ば
ら
な
草
叢
の
中
で
は
雄

鶏
が
た
だ
一
羽
、
不
満
そ
う
に
地
面
を
引
っ
掻
い
て
い
た
。

　

私
は
庭
に
行
き
た
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
藤
が
鬱
蒼
と
茂

っ
た
ベ
ラ
ン
ダ
に
行
く
く
ら
い
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
私
は
海
に
行
き
た
が

っ
て
い
た
。
い
つ
だ
っ
て
海
に
。
写
真
に
写
る
私
は
く
る
ぶ
し
丈
の
ハ
ン

ガ
リ
ー
風
の
子
羊
の
皮
の
コ
ー
ト
を
着
て
、
毛
糸
の
帽
子
を
か
ぶ
り
、
バ

ル
コ
ラ
の
防
波
堤
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
寒
く
て
風
が
強
か
っ
た
に
違
い

な
い
。
私
は
額
に
し
わ
を
寄
せ
て
い
る
。
し
か
し
天
候
な
ど
私
を
海
か
ら

引
き
離
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
せ
い
ぜ
い
ボ
ー
ラ
が
一
番
強
く
吹
く
と

き
く
ら
い
。
私
の
ト
リ
エ
ス
テ
で
の
子
供
時
代
は
、
バ
ル
コ
ラ
の
岸
と
ミ

ラ
マ
ー
レ
城
が
立
つ
岬
を
半
円
形
に
縁
取
る
、
石
灰
の
白
い
岩
壁
の
上
で

繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
大
き
く
、
い
ろ
い
ろ
な
形
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
間
で
は
、

水
が
ゴ
ボ
ゴ
ボ
、
シ
ュ
ー
ッ
と
音
を
立
て
た
り
、
眠
気
を
誘
う
よ
う
に
モ

ゴ
モ
ゴ
と
言
っ
た
り
し
た
。
一
方
で
、
私
の
ま
な
ざ
し
は
水
平
線
に
船
の

姿
を
捜
し
、
あ
る
い
は
海
の
青
さ
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
。

　

夏
に
は
毎
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
海
水
浴
バ
ッ
グ
に
荷
物
を
詰
め
て
一
〇

時
に
下
の
岩
場
に
降
り
て
ゆ
く
。
母
と
私
は
一
番
平
ら
な
所
を
選
び
、
白

雪
姫
と
七
人
の
小
人
の
絵
が
描
い
て
あ
る
シ
ー
ト
を
広
げ
て
、
ゆ
っ
た
り

と
横
に
な
っ
た
り
座
っ
た
り
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
母
は
私
の
背
中
に
、

私
は
母
の
背
中
に
ク
リ
ー
ム
を
塗
り
、
そ
れ
か
ら
母
は
本
を
取
り
出
し
て

私
に
読
み
聞
か
せ
て
く
れ
た
。
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
出
て
く
る
悪
魔
た
ち
は
、

今
で
は
打
ち
寄
せ
る
波
間
に
い
る
。
本
を
読
ん
で
く
れ
て
い
る
と
き
、
母

の
声
は
と
て
も
自
然
に
海
の
音
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、
私
は
い
つ

も
き
ま
っ
て
眠
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
い
つ
の
間
に
か
太
陽
と
私
た
ち

の
周
り
の
に
ぎ
わ
い
で
、
私
は
目
を
覚
ま
し
た
。
岩
場
は
す
で
に
人
で
に

ぎ
わ
っ
て
い
た
。
遊
歩
道
で
は
退
職
し
た
老
人
た
ち
が
小
さ
な
キ
ャ
ン
ピ

ン
グ
テ
ー
ブ
ル
を
置
い
て
チ
ェ
ス
を
し
て
い
る
か
、
持
ち
よ
っ
た
軽
食
を

食
べ
て
い
た
。
海
の
中
で
は
子
ど
も
た
ち
が
は
し
ゃ
ぎ
ま
わ
り
、
と
き
ど

き
犬
も
一
緒
に
い
た
。
熱
さ
と
ま
ぶ
し
い
光
で
ぼ
う
っ
と
な
っ
て
、
私
は

す
ぐ
に
で
も
海
に
入
り
た
か
っ
た
。
母
は
私
に
コ
ル
ク
の
ベ
ル
ト
を
巻
い

て
、
私
の
首
を
濡
ら
し
水
の
中
へ
と
優
し
く
押
し
た
。
そ
し
て
母
も
あ
と

に
続
い
て
入
っ
て
き
た
。
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こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
風
の
な
い
日
の
こ
と
だ
。
そ
ん
な
日
は
、

海
が
鏡
の
よ
う
に
な
め
ら
か
で
、
う
ね
る
よ
う
な
波
も
な
い
。
も
し
く
は

軽
い
波
し
か
な
い
。
海
は
泡
立
ち
な
が
ら
揺
れ
、
と
き
お
り
少
し
冷
た
い

水
の
流
れ
も
あ
っ
た
。
ち
っ
ぽ
け
な
魚
が
キ
ラ
キ
ラ
輝
い
た
。
私
は
歓
声

を
上
げ
た
。

　

こ
れ
で
満
足
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

岩
場
の
間
に
い
く
ら
か
砂
浜
が
あ
り
、
そ
こ
で
と
て
も
素
敵
な
も
の
を

見
つ
け
た
。
突
然
両
足
が
地
面
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
、
両
手
は
貝
殻
を

つ
か
も
う
と
し
た
。
貝
殻
を
湿
っ
た
砂
か
ら
拾
い
集
め
、
き
ら
き
ら
ひ
か

る
ま
で
洗
っ
た
。
壊
れ
た
貝
殻
は
役
に
立
た
な
い
。
全
て
の
ふ
ち
、模
様
、

光
沢
、
形
の
整
い
具
合
が
大
事
だ
っ
た
。

　

こ
れ
で
満
足
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

昼
間
が
区
切
ら
れ
る
。
太
陽
が
天
頂
に
く
る
と
、
牡
牛
の
血
の
色
の

よ
う
に
真
っ
赤
な
家
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
あ
の
ひ
ん
や
り
と

し
た
、
タ
イ
ル
の
敷
き
詰
め
ら
れ
た
部
屋
に
。
私
た
ち
は
軽
く
食
事
を

し
、
そ
れ
か
ら
シ
エ
ス
タ
の
時
間
に
な
っ
た
。
切
り
離
さ
れ
た
時
間
。

ゆス
ロ
ー
・
ダ
ウ
ン

っ
く
り
と
落カ

ー

ム

・

ダ

ウ

ン

ち
着
い
て
ゆ
く
時
間
。
シ
ー
っ
と
い
う
声
。
そ
の
声
で
音

も
な
く
素
早
く
動
き
回
る
ト
カ
ゲ
も
隠
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
光
の
ウ
サ

ギ
だ
け
が
床
の
上
で
ゆ
ら
め
い
て
い
た
。

　

お
や
つ
に
ス
イ
カ
を
食
べ
た
後
、
母
は
海
水
浴
バ
ッ
グ
を
背
負
い
、
私

た
ち
は
ま
た
元
気
に
海
へ
と
急
い
だ
。
海
は
も
う
赤
っ
ぽ
い
柔
ら
か
な
光

を
帯
び
て
い
た
。
海
辺
は
大
に
ぎ
わ
い
だ
っ
た
。
海
に
入
ら
な
い
人
は
岩

の
上
で
日
向
ぼ
っ
こ
を
す
る
か
岸
辺
を
散
歩
し
て
い
た
。
大
人
も
子
ど
も

も
い
た
。
兵
士
も
散
歩
を
し
て
い
る
人
た
ち
に
交
じ
っ
て
い
た
。
母
の
麦

わ
ら
帽
子
は
午
後
の
海
風
に
揺
ら
れ
て
い
る
。
私
は
激
し
く
息
を
は
ず
ま

せ
る
イ
ル
カ
の
よ
う
に
、
何
度
も
泳
い
だ
。
あ
る
い
は
ゴ
ム
ボ
ー
ト
に
乗

っ
て
揺
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は
、
岩
場
に
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
水
の

な
か
を
じ
っ
と
の
ぞ
き
こ
ん
だ
。
水
は
黒
み
を
帯
び
て
石
に
打
ち
つ
け
、

水
面
が
上
が
っ
た
か
と
思
う
と
ま
た
下
が
っ
て
い
っ
た
。
呼
吸
だ
。
そ
ん

な
思
い
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。
海
が
呼
吸
し
て
い
る
。
そ
し
て
海
藻
を
揺
り

動
か
し
て
い
る
。
私
は
岩
の
間
の
暗
が
り
を
の
ぞ
き
、
鳴
り
響
く
音
に
耳

を
す
ま
せ
た
。
そ
れ
は
と
き
お
り
轟
き
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。
あ
た
か
も

私
の
下
で
動
物
が
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
眩
暈
が
し
て
岩
が
揺
れ
る

よ
う
に
見
え
始
め
る
ま
で
、
私
は
そ
う
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
私
は
目
を

閉
じ
た
。

　

目
を
も
う
一
度
開
け
る
と
、
傾
い
た
日
差
し
に
目
が
眩
ん
だ
。
火
の
玉

の
よ
う
に
太
陽
は
水
平
線
の
上
に
あ
る
。
そ
し
て
、
赤
い
帯
を
海
の
上
に

投
げ
か
け
て
い
た
。
何
艘
か
の
ボ
ー
ト
が
そ
こ
を
滑
る
よ
う
に
通
り
抜
け

て
ゆ
き
、
暗
く
陰
っ
た
場
所
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
岸
辺
の
騒
音
は

次
第
に
静
ま
り
を
見
せ
、
そ
の
頃
、
入
江
は
紫
に
染
ま
っ
た
。
老
人
た
ち

の
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
テ
ー
ブ
ル
も
片
づ
け
ら
れ
る
。
岩
場
に
は
誰
も
い
な
く

な
っ
た
。
母
と
私
は
黙
っ
た
ま
ま
だ
。
私
た
ち
は
急
い
で
い
な
か
っ
た
。

海
風
が
涼
し
い
夜
の
風
に
変
わ
る
こ
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
母
は
私
の

肩
に
手
を
置
い
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
こ
を
あ
と
に
し
た
。
空
に
は
も

う
三
日
月
が
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

家
に
帰
る
途
中
、
海
水
と
ツ
タ
の
渋
い
に
お
い
が
混
じ
り
あ
っ
た
に
お

い
を
嗅
ぐ
だ
け
で
私
は
時
間
を
言
い
当
て
る
こ
と
も
で
き
た
だ
ろ
う
。
草

木
は
深
く
息
を
つ
い
て
い
た
。

　

疲
れ
た
？　

海
辺
で
の
長
い
一
日
の
終
わ
り
に
、
母
は
よ
く
私
を
街
に

連
れ
て
行
き
、
父
を
迎
え
に
行
っ
て
一
緒
に
晩
御
飯
を
食
べ
た
。
私
は
お

腹
が
空
い
て
い
た
。
で
も
も
っ
と
楽
し
み
だ
っ
た
の
は
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
に
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覆
わ
れ
た
九
月
二
〇
日
通
り
で
食
べ
る
ア
イ
ス
だ
っ
た
。
コ
ー
ヒ
ー
の
か

か
っ
た
バ
ニ
ラ
ア
イ
ス
の
ボ
ー
ル
に
極
薄
の
ワ
ッ
フ
ル
が
さ
し
て
あ
る
、

あ
の
コ
ル
ネ
ッ
ト
や
ベ
ル
リ
ー
ナ
だ
。

　

夜
の
一
〇
時
。
木
々
の
雀
た
ち
は
ま
だ
さ
か
ん
に
騒
い
で
い
た
。
そ
の

下
に
あ
る
通
り
は
、
人
で
溢
れ
か
え
っ
て
い
る
。
南
の
地
で
の
散
歩
は
、

は
し
ゃ
ぎ
つ
つ
も
、
気
だ
る
い
雰
囲
気
。
若
い
人
も
年
配
の
人
も
。
散
歩

が
映
画
館
で
終
わ
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
か
っ
た
。
父
は
映
画
館
か
ら

眠
っ
て
い
る
私
を
運
び
出
す
の
だ
っ
た
。

シ
エ
ス
タ
の
部
屋　

D
as Siestazim

m
er

静
け
さ
の
中
で
す
べ
て
が
同
時
に
起
こ
っ
た
。

イ
メ
ー
ジ
た
ち
が
部
屋
に
掛
か
っ
て
い
て
、

そ
れ
ら
が
い
つ
ま
で
も
続
い
て
い
く
こ
と
も
あ
り
え
た
。

ア
ン
ジ
ェ
イ
・
ス
タ
シ
ュ
ク

　

こ
こ
が
私
の
子
供
時
代
の
中
心
だ
っ
た
。
鎧
戸
が
下
ろ
さ
れ
た
部
屋
、

シ
エ
ス
タ
の
時
間
の
た
め
だ
。
私
は
一
人
だ
が
、
眠
っ
て
は
い
な
い
。
身

体
を
伸
ば
し
て
ベ
ッ
ド
の
上
に
い
る
。
頭
は
起
き
て
い
る
の
だ
が
、
何
も

し
て
は
い
け
な
い
と
言
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
静
か
に
し
て
い

る
こ
と
。
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
私
は
こ
の
切
れ
目
の
時
間
が

好
き
で
は
な
い
。
白
昼
の
こ
の
薄
暗
さ
が
。
だ
が
決
ま
り
は
決
ま
り
。
私

は
も
う
静
か
に
し
て
い
る
。
静
か
に
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
は
突
然
起
こ

る
。
静
寂
は
長
く
続
く
ほ
ど
、
雄
弁
に
な
る
。
声
の
断
片
、
か
す
か
な
葉

の
ざ
わ
め
き
が
聞
こ
え
る
。
ど
こ
か
遠
く
で
犬
が
鳴
い
て
い
る
（
動
物
も

寝
て
い
る
の
に
）。
何
か
が
軋
む
。
向
こ
う
で
、
ト
イ
レ
の
水
が
流
れ
て
い

る
。
私
の
耳
は
そ
れ
ら
の
物
音
を
焼
結
し
、
吸
い
込
む
。
そ
し
て
緊
張
し

た
ま
ま
、
さ
ら
に
耳
を
澄
ま
せ
る
。V

iaggio

（
旅
た
ち
）。
そ
れ
と
も
ハ

ン
ガ
リ
ー
語
でvigyázz

（
気
を
付
け
て
）
か
。
誰
が
ど
こ
で
話
し
て
い
る

の
か
？　

誰
と
？　

何
の
た
め
に
？　

聞
こ
え
て
く
る
も
の
が
曖
昧
で

あ
る
ほ
ど
、
さ
ら
に
あ
れ
こ
れ
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
わ
た
し
は
も
う
も

ご
も
ご
と
口
に
出
し
て
呟
い
て
い
る
、
文
や
会
話
を
。「
私
は
行
く
よ
。」

「
旅
に
出
る
の
？ 

」「
そ
う
と
言
え
る
ね
。」「
ど
こ
へ
？
」「
南
米
へ
。」「
船

で
？
」「
船
で
。」「
長
い
期
間
？
」「
多
分
。」
沈
黙
。「
勇
気
が
あ
る
ん
だ

ね
。
気
を
付
け
て
ね
。」
あ
っ
と
い
う
ま
に
別
れ
が
来
る
。
別
れ
に
つ
い

て
は
よ
く
心
得
て
い
る
。
で
も
、
ち
ょ
っ
と
出
ま
か
せ
を
言
っ
た
。
な
じ

み
の
領
域
に
入
っ
て
い
く
た
め
に
、
少
し
ば
か
り
作
り
話
を
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
見
知
ら
ぬ
も
の
に
気
を
そ
そ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し

て
、
私
は
想
像
を
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
集
め
て
い
く
。
ス
テ
ラ

が
、
三
つ
の
帆
の
マ
ス
ト
が
三
本
あ
る
黒
い
船
で
、
海
賊
に
さ
ら
わ
れ
る

さ
ま
を
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
海
賊
た
ち
は
彼
女
に
な
ん
の
危
害
も
加
え

な
い
。
ス
テ
ラ
は
魚
を
焼
き
、
服
を
繕
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
る
も
の
と

い
え
ば
毎
日
夕
日
を
眺
め
る
こ
と
だ
け
。
海
賊
ど
も
が
ス
テ
ラ
を
故
郷
へ

連
れ
戻
し
た
と
き
に
は
、
彼
女
の
肌
は
船
乗
り
の
よ
う
に
焼
け
、
赤
み
が

か
っ
た
髪
は
金
の
よ
う
に
輝
い
て
い
た
。
ス
テ
ラ
、
わ
た
し
た
ち
の
星
、

と
幸
せ
に
包
ま
れ
た
両
親
は
ス
テ
ラ
を
迎
え
た
。
海
賊
ど
も
は
光
る
歯
を

に
や
っ
と
剥
き
出
し
、
彼
ら
に
手
を
振
っ
て
、
大
海
へ
と
漕
ぎ
出
し
て
い

っ
た
。

　

白
昼
夢
の
な
か
で
私
は
世
界
を
創
造
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
ほ
か
の

時
間
の
こ
と
は
忘
れ
去
っ
て
い
た
。
暗
く
さ
れ
た
部
屋
に
も
う
ど
れ
だ
け
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い
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
は
暗
い
わ
け
で
も
、
活
気
が
な
い
わ
け
で
も
な
い

こ
の
部
屋
に
。
け
れ
ど
も
す
ぐ
に
目
は
暗
闇
に
慣
れ
、
天
井
の
ひ
び
割
れ

が
つ
く
る
網
目
模
様
や
タ
イ
ル
張
り
の
床
を
さ
っ
と
飛
び
跳
ね
て
い
く

光
の
ウ
サ
ギ
を
目
で
追
っ
て
い
っ
た
。
鎧
戸
の
隙
間
か
ら
は
い
つ
も
、
少

し
明
か
り
が
漏
れ
て
い
て
、
光
の
筋
が
揺
ら
め
い
た
り
斑
状
に
震
え
た
り

し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
お
芝
居
を
見
て
い
る
と
飽
き
る
こ
と
が
な
か
っ

た
。
あ
れ
は
ヤ
ギ
の
頭
か
、
そ
れ
と
も
ロ
バ
の
横
顔
か
。
見
る
こ
と
が
意

味
を
呼
び
寄
せ
、
そ
し
て
突
然
、
部
屋
は
に
ぎ
や
か
に
な
る
。
動
物
や
そ

の
他
の
生
き
物
で
。
囁
く
の
が
も
う
聞
こ
え
て
く
る
。
そ
の
度
ご
と
に
カ

メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
が
魔
法
の
部
屋
に
変
わ
っ
て
い
く
の
を
体
験
し
、

私
は
一
人
の
時
間
を
楽
し
む
の
だ
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
ワ
イ
ン
レ
ッ
ド
の

タ
イ
ル
さ
え
喋
り
は
じ
め
る
。
ひ
と
し
き
り
彼
ら
の
お
し
ゃ
べ
り
を
き
い

て
か
ら
、
私
は
足
の
裏
で
そ
れ
に
触
れ
て
み
る
。
そ
の
冷
た
い
表
面
で
足

を
滑
ら
せ
な
が
ら
、
点
々
と
あ
る
光
の
斑
は
避
け
て
い
く
。
ゲ
ー
ム
ボ
ー

ド
の
よ
う
な
床
、
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
模
様
で
で
き
た
床
。

　

シ
エ
ス
タ
の
部
屋
は
私
の
王
国
だ
っ
た
。
そ
こ
へ
入
り
こ
ん
で
く
る
現

実
は
薄
め
ら
れ
弱
め
ら
れ
て
、
私
の
想
像
力
は
離
陸
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
一
方
か
ら
他
方
が
決
め
ら
れ
て
い
く
。
鎧
戸
が
な
け
れ
ば
ど
ん
な
空

想
の
旅
も
で
き
な
い
。
鎧
戸
が
少
し
光
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
い
わ

ば
自
分
自
身
に
辿
り
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
空
高
く
を
飛
ぶ
こ
と
や
、
ラ

ビ
リ
ン
ス
の
よ
う
に
入
り
組
ん
だ
道
に
も
勇
気
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

も
ち
ろ
ん
、
私
の
思
考
が
堂
々
巡
り
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う

な
る
と
い
く
ら
か
窮
屈
で
、
部
屋
さ
え
縮
み
始
め
た
。
自
分
を
解
き
放
っ

て
や
っ
て
、
強
情
な
考
え
を
騙
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

ば
し
ば
歌
の
一
節
に
助
け
ら
れ
て
、
思
考
は
そ
こ
か
ら
漕
ぎ
出
し
て
い

く
。
頭
の
な
か
に
あ
る
海
で
の
自
由
な
船
旅
に
。

　

こ
の
二
時
か
ら
四
時
の
あ
い
だ
の
時
間
は
、
私
の
秘
密
だ
っ
た
。
母
は

私
が
寝
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
よ
う
に
時
間
を

過
ご
し
た
か
わ
た
し
に
訊
い
て
は
こ
な
か
っ
た
。
母
に
呼
ば
れ
る
と
、
思

い
っ
き
り
伸
び
を
し
て
、
白
昼
夢
を
振
り
払
う
。
何
も
言
わ
な
い
。

　

外
の
光
で
目
が
眩
ん
だ
。
す
べ
て
が
あ
ま
り
に
ま
ぶ
し
く
、
あ
ま
り
に

う
る
さ
く
聞
こ
え
た
。
私
は
そ
の
暗
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
光
と
影
の
濃
淡

に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
日
の
光
は
あ
ま
り
に
刺
激
的
に
感
じ
た
。
世

界
が
痛
か
っ
た
。

　

時
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
シ
エ
ス
タ
部
屋
は
隠
れ
家
と
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
れ
は
私
を
守
っ
て
く
れ
る
空
間
だ
っ
た
。
そ
の
多
孔
性
の
膜
に
囲
ま
れ

て
、
私
は
安
全
と
自
由
を
感
じ
て
い
た
。
こ
こ
で
私
は
自
分
の
着
想
を
綴

り
、
突
然
の
閃
き
を
体
験
し
た
。

　

私
は
、
鎧
戸
の
子
ど
も
だ
っ
た
。

国
境　

G
renzen

　

そ
れ
は
ほ
ん
と
う
に
ど
こ
に
で
も
あ
っ
た
。
ト
リ
エ
ス
テ
周
辺
に
行
き

た
い
と
き
は
、
Ａ
地
区
か
ら
Ｂ
地
区
へ
移
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
に
行
こ
う
と
思
え
ば
、
ま
た
新
た
な
国
境
が

あ
っ
た
。
ど
こ
で
も
証
明
書
類
を
見
せ
る
。
検
問
だ
。
私
た
ち
の
車
の
後

部
座
席
か
ら
、
た
い
て
い
は
、
毛
布
に
く
る
ま
れ
、
夢
う
つ
つ
に
国
境
警

備
隊
員
を
、
敬
礼
す
る
兵
士
を
見
た
。
遮
断
機
が
下
が
っ
た
り
、
上
が
っ

た
り
し
た
。
時
々
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
を
ぞ
ん
ざ
い
に
引
っ
掻
き
回
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
私
は
、
さ
ら
に
深
く
毛
布
に
う
ず
く
ま
っ
た
。
だ
が
、

こ
の
奇
妙
な
行
為
が
終
わ
る
や
い
な
や
、
す
ぐ
に
周
り
を
見
回
し
た
。
国
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境
の
向
こ
う
で
は
、
何
か
が
違
う
の
だ
ろ
う
か
、
木
は
も
っ
と
大
き
く
育

つ
の
だ
ろ
う
か
、
人
々
は
も
っ
と
親
し
げ
な
顔
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
、
そ
し
て
、
彼
ら
の
話
す
こ
と
を
私
も
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
国
境
は
矛
盾
す
る
も
の
、
二
つ
に
分
け
る
も
の
だ
っ
た
。
こ

れ
ら
は
、
異
様
で
、
不
気
味
で
、
不
安
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
が
、
し
か
し
ま
た
魅
了
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
私
は
、
国
境
を

私
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
緊
張
の
場
所
と
し
て
経
験
し
た
。
一
方
で
慣
れ
親

し
ん
だ
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
あ
い
だ
に
障
壁
を
作
り
だ
し
た
。

私
に
カ
ー
テ
ン
の
端
を
少
し
め
く
り
、
フ
ェ
ン
ス
の
穴
か
ら
向
こ
う
を
覗

き
見
て
、
遮
断
機
を
越
え
て
向
こ
う
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
よ
う
に
そ

そ
の
か
す
も
の
だ
っ
た
。
他
方
で
そ
れ
は
通
過
地
点
で
あ
っ
て
、
厄
介
ご

と
の
種
で
あ
り
、
そ
し
て
二
つ
の
領
域
の
接
点
で
あ
っ
た
。
私
は
、
そ
れ

ら
の
秘
密
を
予
感
し
て
い
た
が
、
本
能
的
に
こ
れ
ら
が
相
対
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
も
感
じ
取
っ
て
い
た
。
国
境
は
、
越
え
ら
れ
る
た
め
に
あ
る
の

だ
。

　

私
た
ち
は
、
父
の
姉
妹
を
訪
ね
る
た
め
に
頻
繁
に
リ
ュ
ブ
リ
ャ
ナ
へ
行

っ
た
。
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
荒
れ
た
カ
ー
ブ
の
多
い
道
。
旅
は
、
二

回
国
境
を
越
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
た
い
て
い
夜
に
同
じ
よ

う
に
終
わ
っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
せ
い
か
、
と
て
も
遠
く
ま
で
旅
を
し
た

気
分
に
な
っ
た
。
私
た
ち
は
、さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
。

国
境
は
波
頭
の
よ
う
で
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
堰
き
止
め
ら
れ
て
集
中

し
、
そ
し
て
重
な
り
あ
っ
て
い
く
。
時
間
も
そ
う
だ
。
最
高
潮
に
達
し
た

後
は
、
弛
緩
の
時
間
が
訪
れ
た
が
、
な
に
か
が
変
わ
っ
て
い
た
。

　

人
気
の
な
い
地
域
も
あ
っ
た
。
カ
ル
ス
ト
地
帯
で
、
石
が
ご
ろ
ご
ろ
し

て
お
り
や
せ
て
い
る
。
給
油
所
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
覚
え
て
い
な
い
。

覚
え
て
い
る
の
は
た
だ
、
こ
の
未
開
の
、
手
つ
か
ず
の
自
然
だ
け
。
夜
に

一
度
、
ウ
サ
ギ
を
轢
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
父
は
そ
れ
を
ト
ラ

ン
ク
に
入
れ
て
、
あ
る
農
夫
に
あ
げ
た
。

　

こ
れ
ら
の
旅
の
記
憶
は
、
私
の
中
で
入
り
交
じ
っ
て
い
る
、
あ
ま
り
に

多
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
今
で
も
私
は
、
道
を
暗
闇
の
な
か
に
手
探
り
で
探
し

て
い
た
車
の
ラ
イ
ト
が
目
に
浮
か
ぶ
。
道
路
に
は
白
い
側
線
も
な
け
れ

ば
、
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
も
引
か
れ
て
い
な
い
。
あ
る
の
は
た
だ
暗
闇
と
穴

ぼ
こ
。
と
き
ど
き
私
た
ち
の
車
は
そ
の
穴
に
入
っ
て
ガ
タ
ッ
と
な
っ
た
。

　

車
輪
の
交
換
も
し
た
。
無
人
地
帯
に
停
ま
る
居
心
地
の
悪
さ
。
そ
も
そ

も
先
に
進
め
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
す
れ
ば
進
め
る
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
時
の
。（
私
た
ち
三
人
の
う
ち
、
誰
が
神
へ
の
信
頼
の
気
持
ち
を
も
っ

て
い
た
だ
ろ
う
か
？
）　

走
っ
て
い
る
ほ
う
が
停
ま
っ
て
い
る
よ
り
ま
し
、

そ
ん
な
決
ま
り
文
句
を
私
は
す
ぐ
に
理
解
し
た
。

　

あ
る
夜
、
お
そ
ら
く
ザ
グ
レ
ブ
へ
向
か
っ
て
い
た
時
だ
ろ
う
か
、
あ
る

男
が
私
た
ち
に
手
を
振
っ
て
無
理
矢
理
停
車
さ
せ
た
。
逃
げ
て
い
る
ヤ
ツ

ら
を
見
な
か
っ
た
か
。
逃
げ
て
い
る
ヤ
ツ
？　

泥
棒
が
私
の
ブ
ド
ウ
畑
を

荒
ら
し
た
ん
だ
。
そ
う
遠
く
に
は
ま
だ
逃
げ
て
い
な
い
は
ず
だ
。
い
や
、

私
た
ち
は
、
誰
に
も
会
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
後
ろ
に
下
が
っ
て
、
諦
め
た

よ
う
に
両
方
の
手
を
お
ろ
し
た
。

　

泥
棒
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
あ
と
何
日
に
も
わ
た
っ
て
私
の
想
像
を
か

き
た
て
た
。
寂
し
い
道
を
進
ん
で
い
る
と
き
、
こ
の
言
葉
は
真
夜
中
、
私

に
襲
い
か
か
り
、
眠
っ
て
い
る
私
を
た
た
き
起
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
人
を
脅
か
す
恐
怖
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
突
然
現
れ

て
も
お
か
し
く
な
い
も
の
だ
っ
た
。
ほ
ら
そ
こ
の
次
の
カ
ー
ブ
の
向
こ
う

に
。

　

今
日
に
い
た
る
ま
で
私
は
夜
間
の
運
転
を
避
け
て
い
る
。
異
質
な
も
の

が
、
夜
に
よ
っ
て
倍
増
さ
れ
、
私
を
不
安
に
す
る
。
私
の
中
に
い
る
子
供



9 7

R e p o r t

が 、 危 険 を 察 知 す る の だ 。私 は 、 い つ も ど こ か に 旅 を し て い る 子 ど も だ っ た 。車 の す き ま 風 の う ち に 私 は 世 界 を 発 見 し た 。 そ し て 、 そ れ が 風
に 消 え て い く さ ま を 。

今 を 発 見 し た 。 そ し て 、 そ れ が 溶 け て い く さ ま を 。私 は 、 到 達 す る た め に 走 り 去 り 、 ま た 走 り 去 っ て ゆ く た め に 到
着 す る 。

私 は 、 片 方 の 毛 皮 の 手 袋 を 持 っ て い た 。 そ れ を 持 っ て い た 。父 と 母 が い た 。子 供 部 屋 は な か っ た 。だ が 、 三 つ の 言 語 、 私 に は 三 つ の 言 語 が あ っ た 。移 っ て い く た め に 、 こ ち ら か ら 、 あ ち ら へ と 。検 問 官 が 険 し い 顔 で じ ろ り と 見 る と 、 私 は 指 を 髪 に 突 っ 込 ん
だ 。

髪 の 毛 が 制 服 を じ っ く り と 眺 め た 。制 服 へ の 光 は 露 出 過 度 に な っ て い た 。そ ん な ふ う に 先 に 進 ん で ゆ く こ と が で き た 。 そ し て そ の よ う に
進 ん で い っ た 。

国 境 の は ざ ま に は 、 ほ と ん ど 遊 び の 余 地 が な か っ た 。い ち ど 大 は し ゃ ぎ す る と 、 そ れ で ち ょ う ど い い く ら い 。ほ ん の い ち ど だ け 。そ し て 、 子 豚 を 川 の ほ と り で 焼 く に は 。あ る い は 、 乾 い た 車 輪 の 跡 を 天 へ と 駆 け て い く く ら い し か 。そ う す る と 、 車 輪 の 跡 は ま た す っ く と 立 ち 上 が っ た 。そ し て 時 間 は 、 慣 れ の う ち へ と 消 え て い っ た 。

左 に は 別 れ 、 右 に は 到 着 。そ の あ べ こ べ で も あ る 。        註
　

       

    二 〇  一  三 年  一  一  月 八 日 に 行 わ れ た 多 和 田 葉 子 と イ ル  マ ・ ラ ク ー ザ の 対 談 ・ 朗

読 会 「 も っ  と 海 を ！ 」 の た め に 、 山 口 裕 之 が こ の 年 度 開 講 し て  い  た ゼ ミ 「 文 学と 翻 訳 」 の 参 加 者 た ち が 、 朗 読 会 で 予 定 さ れ  て  い  た こ れ ら の 章 の 翻 訳 を 分 担 して 担 当 し 、 山 口 も 手 を 入 れ な が ら 、 そ れ を 授 業 の な か  で 検 討 し て ゆ く こ と に よっ  て 、 こ れ ら の 翻 訳 を 作 り 上 げ て  い  っ  た 。 最 終 的 に 、 学 生 た ち が 「 確 定 」 と した 表 現 を 山 口 が 変 更 し た と こ ろ も あ る 。

＊
　 　 　

＊
　 　 　

＊

マ リ ー ナ ・ ツ ヴ ェ タ ー エ ワ の 二 つ の 詩M
A

RI
N

A 
C

V
E

T
A

E
V

A

Кто соз
д
а

н 
из 

к
а

м
н
я, 

кто соз
д
а

н 
из г

л
и

н
ы,

А 
я се

ре
б
р

юс
ь 

и с
ве

р
к
а

ю ! 

М
не 

де
ло 

– 
из

ме
н
а, 

м
не 

и
м
я 

– 
М
а
р

и
н
а,

Я 
– 

б
ре

н
н
а
я 

пе
н
а 

мо
рс

к
а
я.
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К

то создан из глины
, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробны
е плиты

...
– В купели морской крещ

ена – и в полете
Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каж
дое сердце, сквозь каж

ды
е сети

П
робьется мое своеволье.

М
еня – видиш

ь кудри беспутны
е эти ? –

Земною
 не сделаеш

ь солью
.

Д
робясь о гранитны

е ваш
и колена,

Я
 с каж

дой волной – воскресаю
 !

Д
а здравствует пена – веселая пена – 

Вы
сокая пена морская !

23 мая  1920

M
arina Zw

etajew
a 

 Einen schuf er aus Stein, einen aus Lehm
 - 

und funkelnd w
ie Silber m

ich ! 
Verrat ist m

ein W
erk und m

ein N
am

e - M
arina, 

flüchtiger M
eerschaum

 bin ich. 
 Einen schuf er aus Lehm

, einen aus Fleisch - 
sie alle enden im

 G
rab, entstellt... 

D
och ich bin im

 M
eer getauft 

und im
 Flug unaufhörlich zerschellt ! 

 D
urch jedes H

erz und durch jedes N
etz 

bricht sich m
ein Eigensinn B

ahn. 
Siehst du m

eine w
ildw

irren Locken ?  - 
Erdensalz bin ich niem

als. 
 U

nd schlag ich m
ich w

und an granitenen K
nien, 

aufersteh ich m
it jeder W

elle! 
Es lebe der Schaum

, der fröhliche Schaum
 - 

der hohe M
eerschaum

, der helle ! 
 23. M

ai 1920 
 ( Ü

bersetzung: Ilm
a R

akusa)

マ
リ
ー
ナ
・
ツ
ヴ
ェ
タ
ー
エ
ワ

あ
る
者
は
石
か
ら
創
ら
れ　

あ
る
者
は
土
か
ら
創
ら
れ
た

け
れ
ど
わ
た
し
は
銀
色
に
輝
く
！

裏
切
り
こ
そ
が
わ
た
し
の
業わ

ざ　

わ
た
し
の
名
は
マ
リ
ー
ナ

わ
た
し
は
は
か
な
い
海
の
泡

あ
る
者
は
土
か
ら
創
ら
れ　

あ
る
者
は
肉
か
ら
創
ら
れ
た

彼
ら
に
は
棺
と
墓
碑
銘
を
与
え
よ
…
…
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―
わ
た
し
は
海
で
洗
礼
を
受
け
た

―
そ
し
て
飛
び
な
が
ら

絶
え
ま
な
く
打
ち
砕
か
れ
た
！

ど
ん
な
心
も　

ど
ん
な
網
も

こ
の
気
ま
ぐ
れ
は
す
り
抜
け
て
ゆ
く

わ
た
し
を

―
乱
れ
た
こ
の
髪
が
見
え
る
で
し
ょ
う
？

―

地
の
塩
に
な
ど
で
き
は
し
な
い

あ
な
た
た
ち
の
膝
の
岩
に
砕
か
れ
て
も

ひ
と
波
ご
と
に

―
わ
た
し
は
甦
る
！

泡
を
讃
え
よ　

朗
ら
か
な
泡
を

気
高
い
海
の
泡
を
！

一
九
二
〇
年
五
月
二
三
日

（
前
田
和
泉
訳
）

О
 поэте не подумал

Век – и мне не до него.
Бог с ним, с громом. Бог с ним, с ш

умом
Времени не моего !

Если веку не до предков – 
Н

е до правнуков мне: стад.
Век мой – яд мой, век мой – вред мой,
Век мой – враг мой, век мой – ад.

Сентябрь  1934

 N
icht nach dem

 D
ichter fragt die Zeit - 

und m
ir ist sie völlig frem

d. 
W

as soll der K
rach, w

as soll der Lärm
, 

dieses ganze Elend ! 
 Fragt die Zeit nicht nach den V

ätern, 
sind m

ir die Enkel gleich: V
ieh. 

D
ie Zeit - m

ein G
ift, die Zeit - m

ein Leid, 
die Zeit - m

ein Feind, m
eine Q

ual ist sie. 
 Septem

ber 1934 
( Ü

bersetzung: Ilm
a R

akusa)

時
は
詩
人
の
こ
と
な
ど

考
え
も
し
な
か
っ
た

―
私
も
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た

私
の
も
の
で
な
い
時
代
の

轟
き
も
ざ
わ
め
き
も　

私
に
は
ど
う
で
も
い
い

時
は
過
ぎ
去
っ
た
人
々
の
こ
と
な
ど
お
か
ま
い
な
し

私
も
未
来
の
者
た
ち
の
群
れ
な
ど
ど
う
で
も
い
い

時
は
毒　

時
は
悪
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時
は
敵　

時
は
罪

一
九
三
四
年
九
月

（
前
田
和
泉
訳
）
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夢
の
帰
属

ア
ン
ト
ニ
オ
・
タ
ブ
ッ
キ
著
／
和
田
忠
彦
訳

『
夢
の
な
か
の
夢
』

岩
波
書
店　
二
〇
一
三
年
九
月

　

声
の
作
家
タ
ブ
ッ
キ
が
夢
に
耳
を
そ
ば
だ
て
る
。
夢
の
持
ち
主
が
特
定
の

時
代
・
場
所
・
空
間
で
何
を
夢
に
見
て
い
た
か
を
夢
想
し
、
自
分
の
夢
で
あ

り
他
人
の
夢
で
あ
る
二
十
の
世
界
を
つ
な
ぎ
、「
愛
す
る
芸
術
家
」
た
ち
の

夢
の
語
り
部
と
な
る
こ
と
で
、
各
芸
術
家
の
創
造
の
源
泉
や
運
命
の
前
奏

を
描
き
出
し
て
み
せ
て
い
る
。

　

夢
は
感
覚
の
堆
積
を
材
料
に
、
感
覚
の
塊
で
あ
る
人
間
が
脳
で
、
無
意

識
下
で
再
構
成
す
る
世
界
で
あ
る
。
脳
に
は
経
験
や
思
い
出
が
状
態
と
し
て

蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
蓄
積
か
ら
生
ま
れ
る
夢
の
世
界
は
、
記
憶
と
い
う

行
為
に
よ
る
表
出
と
は
異
な
り
、
捏
造
さ
れ
て
い
な
い
記
憶
の
よ
う
な
も
の

だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
二
十
の
夢
を
タ
ブ
ッ
キ
は
愛
情
を
こ
め
て
騙
る
。
熟
練
し
た
鍵
師

の
よ
う
に
、
錠
前
の
微
か
で
確
か
な
音
を
聞
き
取
り
他
人
の
夢
に
踏
み
込
む
。

扉
も
い
つ
で
も
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
夢
は
入
り
口
の
な
い
個
室
の

よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
絶
妙
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
壁
の
ど
こ
か
の
ま
さ
に

そ
の
場
所
に
触
れ
た
ら
指
先
に
鍵
穴
が
み
え
る
よ
う
な
幸
運
な
偶
然
の
ひ
と

つ
を
、
感
度
の
よ
い
ソ
ナ
ー
の
よ
う
な
声
の
作
家
は
見
逃
さ
な
い
。

　

タ
ブ
ッ
キ
が
魅
せ
る
二
十
の
夢
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
夢
が
そ
の
持
ち
主
の
創

作
の
源
泉
で
あ
り
運
命
を
囁
く
。
迷
宮
か
ら
の
飛
翔
を
描
い
た
ダ
イ
ダ
ロ
ス

の
夢
か
ら
始
ま
り
患
者
を
体
験
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
夢
で
閉
じ
ら
れ
る
『
夢

の
な
か
の
夢
』
は
、
ひ
と
つ
の
大
き
な
夢
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
魅
力
的

な
構
造
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
夢
か
ら
始
ま
る
と
述
べ
た
が
、

こ
の
小
さ
い
な
が
ら
も
壮
大
な
夢
の
本
は
表
紙
か
ら
す
で
に
夢
を
始
め
て
い

る
。
表
紙
で
私
た
ち
を
迎
え
入
れ
る
の
は
三
人
の
女
性
で
あ
る
。
シ
ャ
ヴ
ァ

ン
ヌ
の
作
品
「
夢
」（
一
八
八
三
年
）
を
部
分
的
に
使
用
し
た
も
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
愛
を
表
す
薔
薇
、
栄
光
を
表
す
月
桂
樹
、
財
を
表
す
コ
イ
ン
を
持
っ
て

い
る
。
彼
女
た
ち
は
ど
こ
か
に
向
か
っ
て
い
る
。
ど
こ
だ
ろ
う
か
と
ペ
ー
ジ
を

繰
る
と
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
夢
が
幕
を
あ
け
る
。

　

ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
夢
は
夢
の
原
型
で
あ
る
。
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
閉
じ
込
め
る

た
め
の
迷
宮
を
つ
く
っ
た
建
築
家
で
あ
り
、
太
陽
の
も
と
息
子
の
イ
カ
ロ
ス

と
翼
で
飛
ん
だ
悲
劇
の
飛
行
家
だ
が
、
タ
ブ
ッ
キ
の
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
少
々
異

な
り
、
夜
の
建
築
家
で
あ
り
翼
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
入
り
組
ん

だ
シ
ナ
プ
ス
の
様
に
夜
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
迷
宮
を
慎
重
か
つ
確
実
に
た
ど

る
。
彼
だ
け
が
「
こ
こ
か
ら
抜
け
出
る
術
を
知
っ
て
い
る
。」
迷
宮
の
奥
で
、

彼
は
月
に
恋
焦
が
れ
て
す
す
り
泣
く
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
出
会
う
。「
ぼ
く
に
は

手
が
と
ど
か
な
い
。
こ
の
宮
殿
に
囚
わ
れ
の
身
な
の
で
す
か
ら
。
草
原
に
で

も
か
ら
だ
を
投
げ
出
し
て
、
夜
中
、
か
の
女
の
光
で
口
づ
け
さ
れ
る
だ
け
で

満
足
だ
と
い
う
の
に
」。
夜
の
翼
は
悲
劇
を
起
こ
さ
な
い
。
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
自

ら
の
た
め
に
用
意
し
た
翼
を
与
え
て
脱
出
を
手
助
け
し
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
の

迷
宮
か
ら
の
飛
翔
を
見
守
る
。
建
築
家
の
姿
は
穏
や
か
で
あ
る
。
昼
の
空
に

飛
ん
だ
息
子
を
失
う
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
自
ら
が
迷
宮
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
選
び
、

人
間
の
業
を
司
る
夜
の
女
神
ニ
ュ
ク
ス
に
囚
わ
れ
続
け
た
牛
頭
人
身
の
怪
物

を
救
い
出
し
夜
の
空
に
放
つ
。
ど
こ
ま
で
も
飛
翔
す
る
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
の
姿

は
夢
の
国
の
門
か
ら
人
間
の
世
界
を
め
ざ
す
オ
ネ
イ
ロ
ス
さ
な
が
ら
で
あ
る
。

ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
夢
を
は
じ
め
、
夢
想
さ
れ
る
二
十
の
夢
に
は
ニ
ュ
ク
ス
の
子
孫
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が
立
ち
会
っ
て
お
り
、
オ
ネ
イ
ロ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
モ
ロ
ス
、
ケ
ー
ル
、
タ
ナ

ト
ス
、
ヒ
ュ
プ
ノ
ス
、
モ
ー
モ
ス
、
オ
イ
ジ
ュ
ス
等
が
二
十
人
の
夢
の
ま
わ
り

を
漂
っ
て
い
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
の
夢
の
あ
と
に
設
け
ら
れ
た
「
こ
の
書
物
の
な
か
で
夢
み
る
人

び
と
」
と
い
う
章
で
は
、
タ
ブ
ッ
キ
が
愛
す
る
芸
術
家
た
ち
の
生
涯
を
簡
潔

に
紹
介
し
て
お
り
、
そ
こ
で
読
者
は
夢
の
持
ち
主
の
夢
の
外
で
の
姿
を
提
示

さ
れ
、
夢
の
な
か
の
夢
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
追
っ
て
き
た

夢
の
持
ち
主
の
紹
介
は
夢
の
一
部
を
成
し
て
い
る
。
史
実
の
よ
う
に
思
え
る

も
の
も
、
実
際
は
複
数
の
誰
か
の
記
憶
と
記
録
の
集
積
で
あ
り
、
そ
の
厳
密

な
真
偽
は
不
明
で
、
各
生
涯
の
紹
介
は
私
た
ち
の
「
夢
の
な
か
の
夢
」
か
ら

「
夢
」
へ
の
着
地
を
助
け
る
仕
組
み
と
し
て
作
用
す
る
。

　

表
紙
の
三
人
の
女
性
が
向
か
っ
て
い
る
先
に
い
る
の
は
、
一
人
の
旅
人
で
あ

る
。
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
「
夢
」
に
は
、
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
が
望
ん
だ
よ
う
に
夜
に

月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
眠
り
込
ん
で
い
る
男
性
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し

本
書
で
は
彼
の
姿
は
隠
さ
れ
、
夢
を
み
る
人
物
は
描
か
れ
な
い
。
夢
を
夢
だ

と
意
識
し
て
い
る
と
思
い
込
む
こ
と
、
夢
の
持
ち
主
が
夢
見
る
自
己
を
認
識

す
る
こ
と
は
、
自
画
像
を
描
く
自
己
を
描
き
き
る
こ
と
と
同
様
に
不
可
能

だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
の
夢
の
起
源
は
、
オ
ネ
イ
ロ
ス
が
い

ず
れ
か
の
門
を
く
ぐ
る
こ
と
で
生
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
夢

の
帰
属
は
夢
に
あ
る
。
辿
れ
ば
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
永
遠
に
続
く
か
も
し
れ

な
い
夢
の
こ
だ
ま
を
、
本
書
は
時
空
を
縫
い
合
わ
せ
て
描
き
出
し
て
く
れ
て

い
る
。

　

本
書
は
一
九
九
四
年
に
青
土
社
よ
り
刊
行
さ
れ
、
一
九
九
七
年
に
同
社
よ

り
新
装
版
が
出
版
さ
れ
た
『
夢
の
な
か
の
夢
』（
和
田
忠
彦
訳
）
を
文
庫
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

（
石
井
沙
和
）
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サ
ン
バ
を
踊
る
哲
学

武
田
千
香
著

『
千
鳥
足
の
弁
証
法
─
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
か
ら
読
み
解
く
ブ
ラ
ジ
ル
』

東
京
外
国
語
大
学
出
版
会　
二
〇
一
三
年
三
月

　

ブ
ラ
ジ
ル
と
は
何
か
。
単
純
で
あ
る
が
ゆ
え
に
困
難
な
こ
の
問
い
に
逸は

や
っ
て

答
え
よ
う
と
す
る
前
に
思
い
出
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
表
象
の
系

譜
に
お
い
て
、
お
お
よ
そ
ふ
た
つ
の
構
え
に
よ
っ
て
ふ
た
つ
の
異
な
る
像
が
現

出
し
て
き
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
中
枢
と
し
て
の
〈
西

洋
〉、
必
ず
し
も
地
理
上
の
存
在
に
限
定
さ
れ
な
い
理
念
と
し
て
の
〈
西
洋
〉

を
背
に
し
て
、
周
縁
と
い
う
か
、
世
界
の
果
て
と
し
て
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
〈
闇

の
奥
〉

―
や
は
り
地
理
上
の
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
抽
象
的
な
理
念
で

も
あ
る
「
奥セ

ル
タ
ォ
ン地

」
や
「
貧フ

ァ
ヴ
ェ
ー
ラ

民
街
」
と
い
う
形
で
現
れ
る

―
を
消
失
点
と

す
る
遠パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

近
法
の
な
か
に
見
据
え
ら
れ
る
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉。
も
う
ひ
と
つ
は
逆

に
、〈
西
洋
〉
を
消
失
点
と
し
、大
西
洋
と
そ
の
両
岸
を
手
前
に
置
き
な
が
ら
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
〈
闇
の
奥
〉
を
背
に
し
た
遠
近
法
の
な
か
に
見
据
え
ら
れ
る
〈
ブ

ラ
ジ
ル
〉
で
あ
る
。

　
二
〇
世
紀
ブ
ラ
ジ
ル
を
代
表
す
る
詩
人
の
ひ
と
り
、
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
・
ヂ
・

モ
ラ
イ
ス
が
一
九
五
六
年
に
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
初
演
さ
れ
た
戯
曲
『
オ
ル

フ
ェ
ウ
・
ダ
・
コ
ン
セ
イ
サ
ォ
ン
』

―
リ
オ
の
貧
民
街
を
舞
台
と
し
た
オ
ル

フ
ェ
ウ
ス
神
話
の
翻
案

―
の
想
を
得
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
人
作
家
ウ
ォ
ル

ド
ー
・
フ
ラ
ン
ク
に
付
き
添
っ
て
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
フ
リ
カ
系
宗
教
儀
式
を
観

察
し
て
回
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
明
ら
か
に
外
か
ら
の
ま
な

ざ
し
、〈
西
洋
〉
か
ら
の
ま
な
ざ
し
で
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
を
再
発
見
し
た
と
思
っ

た
ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
は
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
人
映
画
監
督
マ
ル
セ
ル
・
カ
ミ
ュ
が

そ
の
戯
曲
に
大
胆
な
改
変
を
加
え
て
製
作
し
た
『
黒
い
オ
ル
フ
ェ
』（
一
九
五
九

年
）
の
、
安
直
な
異
国
趣
味
に
よ
っ
て
戯
画
と
化
し
た
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
に
は
、

失
望
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
い
っ
ぽ
う
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

は
、
五
六
年
の
公
演
期
間
中
、
キ
ャ
ス
ト
の
ひ
と
り
だ
っ
た
ア
ビ
ヂ
ア
ス・ド・

ナ
シ
メ
ン
ト

―
の
ち
に
『
ブ
ラ
ジ
ル
、
混
淆
か
虐
殺
か
？
』
な
ど
を
著
し

て
黒
人
運
動
の
主
導
者
と
な
る

―
が
「
黒
人
を
利
用
し
て
い
る
」
と
ヴ
ィ

ニ
シ
ウ
ス
を
論
難
し
、
役
を
下
ろ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
舞
台
は
、
顔

を
黒
く
塗
っ
た
白
人
俳
優
に
代
役
を
務
め
さ
せ
て
急
場
を
し
の
い
だ
が
、
こ

の
解
決
策
と
カ
ミ
ュ
の
誇
張
と
ど
ち
ら
が
よ
り
戯コ

ミ
カ
ル

画
風
か
は
、
容
易
に
判
断

の
つ
か
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

ヴ
ィ
ニ
シ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
ブ
ラ
ジ
ル
の
〝
混
淆
〟
の
現
実
を
存
分
に
描
く

も
の
だ
っ
た
作
品
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
監
督
の
目
に
は
ブ
ラ
ジ
ル
幻
想
が
ま
だ

足
り
な
い
も
の
と
映
り
、
黒
人
運
動
家
の
目
は
ブ
ラ
ジ
ル
幻
想
が
過
剰
な
ま

が
い
も
の
と
映
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
口
吻
を
借
り
れ
ば
、

ブ
ラ
ジ
ル
の
実
像
（
＝
真
理
）
な
る
も
の
は
存
在
せ
ず
、そ
の
数
々
の
虚
像
（
＝

誤
謬
）
が
そ
の
つ
ど
取
ら
れ
る
遠
近
法
の
効
果
に
よ
っ
て
実
像
の
見
か
け
を

持
っ
て
現
れ
る
の
み
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

十
九
世
紀
末
、「
熱
帯
の
パ
リ
」
と
も
呼
ば
れ
た
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
の

花
形
の
ひ
と
り
だ
っ
た
文
人
マ
シ
ャ
ー
ド
・
ジ
・
ア
シ
ス
の
代
表
作
『
ブ
ラ
ス
・

ク
ー
バ
ス
の
死
後
の
回
想
』（
原
著
一
八
八
一
年
。
著
者
に
よ
る
邦
訳
が
二
〇
一
二

年
に
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
か
ら
出
て
い
る
）
を
め
ぐ
る
精
緻
な
研
究
で
あ
る

本
書
『
千
鳥
足
の
弁
証
法

―
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
か
ら
読
み
解
く
ブ
ラ
ジ
ル
』

が
わ
た
し
た
ち
に
与
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
遠
近
法
の
複
数
性
を
め
ぐ
る

レ
ッ
ス
ン
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
の
は
じ
め
に
サ
ン
パ
ウ
ロ
を
中
心
に
興
っ
た
、

「
近モ

デ
ル
ニ
ズ
モ

代
主
義
」
と
い
う
誤
解
を
招
き
が
ち
な
名
前
を
持
つ
前
衛
主
義
の
美

学
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
文
化
と
ア
フ
リ
カ
系
文
化
や
イ
ン
デ
ィ
オ
系
文
化
と
の

混
淆
、
ま
た
崩
れ
た
ブ
ラ
ジ
ル
口
語
を
是
と
す
る
美
学
に
お
い
て
、
マ
シ
ャ
ー

ド
文
学
は
い
わ
ば
、
十
分
に
ブ
ラ
ジ
ル
的
で
な
い
も
の
、
あ
ま
り
に
も
西
洋

的
す
ぎ
る
も
の
と
し
て
批
判
の
的
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
マ

シ
ャ
ー
ド
像
は
し
か
し
、
十
九
世
紀
末
が
近
過
去
だ
っ
た
こ
の
時
代
の
遠
近

法
の
な
か
で
た
ま
た
ま
現
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ブ
ラ
ス
・
ク
ー
バ
ス
と

同
時
代
に
身
を
置
い
て
み
れ
ば
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
傾
倒
し
て
い
た
進

化
論
や
実
証
主
義
の
パ
ロ
デ
ィ
を
「
ウ
マ
ニ
チ
ズ
モ
」
と
し
て
作
り
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
マ
シ
ャ
ー
ド
が
西
洋
を
相
対
化
し
、
批
判
す
る
姿
勢
の
ほ
う

が
む
し
ろ
目
立
っ
て
く
る
（
第
一
章
）。

　
い
っ
ぽ
う
で
、
識
字
率
が
あ
ま
り
に
も
低
い
国
、「
厳
格
な
芸
術
を
作
ろ

う
と
す
る
志
」
の
あ
る
者
に
望
み
は
な
く
、「
感
情
や
下
等
な
感
覚
に
訴
え

る
も
の
ば
か
り
」
が
は
び
こ
る
国
で
、
文
学
を
民
衆
に
開
く
糸
口
を
演
劇

的
な
も
の
に
見
出
そ
う
と
し
た
り
（
第
二
章
）、「
我
が
国
の
文
学
は
、
こ
れ

以
上
な
い
ほ
ど
く
だ
ら
な
い
も
の
に
属
す
る
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
内
の
存
在
で
あ
る
小
説
の
語
り
手
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
外
の
存
在
で
あ

る
読
者
に
向
か
っ
て
小
説
の
読
み
方
を
直
接
に
教
示
す
る
、
と
い
う
手
法
を

取
っ
た
り
す
る
（
第
四
章
）
マ
シ
ャ
ー
ド
に
は
、
い
わ
ば
〝
遅
れ
た
〟
ブ
ラ
ジ

ル
文
学
を
〝
進
ん
だ
〟
西
洋
文
学
に
近
づ
け
、
ま
た
乗
り
越
え
さ
せ
よ
う
と

い
う
時ク

ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル

系
列
的
な
思
考
を
す
る
、
本
来
の
意
味
で
の
「
近モ

ダ

ニ

ス

ト

代
主
義
者
」
の
一

面
も
あ
っ
た
。

　

本
書
第
六
章
は
さ
ら
に
、
マ
シ
ャ
ー
ド
文
学
の
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま

な
、
と
き
に
左
右
の
足
が
あ
ら
ぬ
方
を
向
く
足
取
り

―
千
鳥
足
（ébrio

）

―
に
、
十
九
世
紀
末
に
は
用
語
と
し
て
定
着
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
の

ち
に
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
〟
生
き
方
の
最
た
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
「
マ

ラ
ン
ド
ロ
流
」
と
い
う
、の
ら
り
く
ら
り
と
、「
悪
賢
さ
や
巧
妙
な
手
段
に
よ
っ

て
不
可
能
な
こ
と
を
可
能
に
し
て
し
ま
う
や
り
方
」
の
源
流
を
見
出
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
マ
シ
ャ
ー
ド
に
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
も
の
〟
を
見
出
せ
な
か
っ
た

一
九
二
〇
年
代
の
美
学
を
す
で
に
遠
景
に
退
け
た
新
た
な
遠
近
法
の
な
か
で

こ
そ
可
能
な
こ
と
だ
ろ
う
。

　
〈
ブ
ラ
ジ
ル
〉
と
は
、
広
く
そ
う
信
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
反
西
洋
の

実
体
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
化
（
＝
テ
ー
ゼ
）
と
反
西

洋
化（
＝
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
）の
対
立
か
ら
持
ち
上
が
っ
て
く
る
何
か（
＝
ジ
ン
テ
ー

ゼ
）
な
の
で
も
な
く
、
消
失
点
が
絶
え
ず
入
れ
替
わ
る
複
数
の
遠
近
法
の
な

か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
像
、
脱
リ
ズ
ム
的
な
リ
ズ
ム
を
持
つ
千
鳥
足
の

弁
証
法
、
あ
る
い
は
弁
証
法
の
千
鳥
足
が
も
た
ら
す
目
眩
い
の
な
か
で
の
み

仄
見
ら
れ
る
像
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か

―
。
三
拍
子
の
ワ
ル
ツ
を
踊

る
哲
学
に
二
拍
三
連
を
揺
さ
ぶ
る
サ
ン
バ
の
ス
テ
ッ
プ
を
手
ほ
ど
き
、
と
い
う

か
足
ほ
ど
き
す
る
本
書
、
ブ
ラ
ジ
ル
文
学
研
究
の
、
ま
た
〝
ブ
ラ
ジ
ル
的
な
〟

文
学
研
究
の
到
達
点
で
あ
る
本
書
は
同
時
に
、
そ
の
新
た
な
出
発
点
と
し
て

も
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
福
嶋
伸
洋
）



1 2 0

総 合 文 化 研 究 所 主 催 講 演 会 　

「 イ ン ド ネ シ ア に お け る イ ス ラ ー ・ ミ ウ ラ ー ジ ュ 物 語 」

2 0 1 3  年 ５ 月  2 0  日

デ ィ ッ ク ・ フ ァ ン ・ デ ル ・ メ イ （ シ ャ リ フ ・ ヒ ダ ヤ ト ゥ ラ 国

立 イ ス ラ ム 大 学 宗 教 ・ 文 化 研 究 セ ン タ ー 顧 問 ）

「 も っ と 海 を ！  M e h r M e e r  ヨ ー ロ ッ パ で 多 言 語 世 界 の 文 学

を 考 え る 」 　

2 0 1 3 年 1 1 月 8 日

イ ル マ ・ ラ ク ー ザ （ 作 家 ・ 翻 訳 家 ） 、 多 和 田 葉 子 （ 作 家 ） ､

山 口 裕 之 、 前 田 和 泉

「 ピ ー タ ー ・ フ ラ ン ク ル 特 別 講 演 会 　 僕 が  1 1  カ 国 語 を 話 す 理

由 ‼ 」 　

2 0 1 4 年 1 月 3 1 日

ピ ー タ ー ・ フ ラ ン ク ル （ 数 学 博 士 ・ 大 道 芸 人 ）

総 合 文 化 研 究 所 共 催 講 演 会

「 ア ン ト ニ オ ・ ロ ペ ス の リ ア リ ズ ム 　 〜 永 続 す る 瞬 間 〜 」 　

2 0 1 3 年 5 月 1 7 日

木 下 亮 （ 昭 和 女 子 大 学 教 授 ）

「 こ の 気 持 ち 　 い っ た い 何 語 だ っ た ら つ う じ る の ？ 　 〜 表 象 文

化 と グ ロ ー バ リ セ ー シ ョ ン 　 漫 画 家 ・ 小 林 エ リ カ 特 別 講 義 〜 」

2 0 1 3  年 ５ 月 ３ ０ 日 　

小 林 エ リ カ （ 作 家 ・ 漫 画 家 ）

「 文 芸 フ ェ ス ！ 　 〜 村 上 春 樹 は 来 な い け ど （ 笑 ） 〜 」

2 0 1 3  年 ７ 月 ５ 日 　

沼 野 恭 子

「 2 0  世 紀 の 日 西 美 術 交 流 ー ア ン フ ォ ル メ ル を 中 心 に 」 　

2 0 1 3  年  1 2  月  3  日 　

松 田 健 児 （ 慶 應 義 塾 大 学 ）

「 文 学 翻 訳 の 難 し さ 」

2 0 1 3  年  1 2  月  5  日 　

コ リ ー ヌ ・ ア ト ラ ン （ 日 本 文 学 研 究 者 ・ 作 家 ）

「 ガ ウ デ ィ だ け じ ゃ な い ! 　 ス ペ イ ン の 近 現 代 建 築 ー 合 理 性 と

表 現 性 の は ざ ま 」 　

2 0 1 3  年  1 2  月  1 0  日 　

伊 藤 喜 彦 （ 東 京 理 科 大 学 ）

「 東 南 ア ジ ア 文 学 の 魅 力 と 翻 訳 ー イ ン ド ネ シ ア ベ ス ト セ ラ ー 小

説 『 虹 の 少 年 た ち 』 の 訳 者 に き く 」

2 0 1 3  年  1 2  月  1 6  日

福 武 慎 太 郎 （ 上 智 大 学 外 国 語 学 部 ア ジ ア 文 化 研 究 所 准 教 授 ）

加 藤 ひ ろ あ き （ 東 京 外 国 語 大 学 外 国 語 学 部 卒 業 生 ）

「 ア ン デ ス に 生 き る 西 洋 中 世 ： キ リ ス ト 教 教 会 と 先 住 民 芸 術 に お

け る 「 人 魚 」 の 表 現 を め ぐ っ て 」

2 0 1 4  年 ３ 月 ３ 日

マ ル ガ リ ー タ ・ ビ ラ ・ ダ ・ ビ ラ （ ボ リ ビ ア 、 サ ン ・ ア ン ド レ ス ・

デ ・ ラ パ ス 大 学 ）

総 合 文 化 研 究 所 上 映 会

『 マ ル メ ロ の 陽 光 』 （ ビ ク ト ル ・ エ リ セ 監 督 ）

2 0 1 3 年 6 月 1 8 日

松 浦 寿 夫

編 集 後 記　 「 感 覚 の 組 織 化 」

─
こ の 古 典 的 で あ る と 同 時 に 、 い ま だ 開 か れ た 認 識

論 を め ぐ る 問 題 系 に 、 さ て 同 僚 所 員 は ど ん な ふ う に 取 り 組 む の だ ろ う か 、と 少 な か ら ず は ら は ら し つ つ 、 各 氏 の 玉 稿 が 出 揃 う の を な が め て い た 。　
結 果 は 案 ず る よ り 産 む が 易 し 。

　 「 半 自 然 主 義 者 」 漱 石 の あ り よ う を 、 例 に よ っ て 穿 つ が ご と く 浮 き 彫 りに し た 柴 田 論 文 、 記 憶 の 生 成 と ア イ デ ン テ ィ テ ィ を め ぐ る 両 義 性 を は ら んだ 小 説 テ ク ス ト を 、 ブ ラ ジ ル 社 会 の 実 相 ま で 視 野 に お さ め つ つ 、  「 開 か れた 作 品 」 と し て 読 み 直 し た 武 田 論 文 、 十 三 世 紀 中 葉 、 神 秘 家 ル ー ミ ー の 遺し た 詩 作 に  「 共 感 覚 」  的 表 現 域 を 、  詩 的 テ ク ス ト  （ と り わ け 比 喩 ）  生 成 の  「 参加 」 の 様 態 と し て 析 出 し た 藤 井 論 文

─
い ず れ も 力 作 で あ る こ と は 言 う ま

で も な い が 、 編 者 の よ う に ヨ ー ロ ッ パ の 文 学 ・ 芸 術 を 主 た る 研 究 対 象 と して 足 掻 い て い る 者 に は 、 こ の ど れ も が み ず か ら の 研 究 と 呼 応 し 、 あ る い はそ れ に 援 用 可 能 で あ る と 確 信 す る も の で あ っ た 。　
こ う し た 、 い わ ば ヨ ー ロ ッ パ 研 究 者 の 予 感 の 行 き 着 く 先 を し め し て く れ

る の が 、 山 口 所 員 に よ る 多 和 田 葉 子 と イ ル マ ・ ラ ク ー ザ の 対 談 ・ 朗 読 に つい て の 報 告 で あ る だ ろ う 。　
昨 秋 、 本 研 究 所 に て 開 か れ た 催 し は 、 言 語 を 起 点 に 差 異 と 結 合 と 越 境 、

あ る い は 侵 犯 を 繰 り 返 す こ と で 手 渡 さ れ る 自 己 表 出 の 沃 野 に お い て 、 果 敢に 表 現 の 冒 険 を つ づ け る ふ た り を 迎 え て 、 聴 衆 も 巻 き こ ん だ み ご と な 「 感覚 の 組 織 化 」 の 実 践 の 夕 べ で あ っ た 。　
さ て 小 誌 次 号 に む け て 、 あ ら た に 山 口 裕 之 氏 を 所 長 に 迎 え る 本 研 究 所 が 、

い っ そ う 充 実 し た 活 動 を 展 開 す る こ と を 祈 り つ つ 、 編 集 子 と し て の さ さ やか な 仕 事 を 終 え る こ と に す る 。

（ 和 田 忠 彦 ）

2 0 1 3  年 度
東 京 外 国 語 大 学 
総 合 文 化 研 究 所

 活 動 報 告
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