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燭
と
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を
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心
に

伊

原

洋
次
郎

〔
抄

録
〕

小
川
未
明
の
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」

一
九
二
一
）は
一
九
五
三
年
、
早
大

童
話
会
が
行
っ
た
「
児
童
文
学
宣
言
」
を
境
に
、
批
判
的
な
評
価
を
さ
れ
る

様
に
な
る
。
母
人
魚
の
責
任
、
及
び
結
末
に
つ
い
て
批
判
が
さ
れ
て
き
た
が
、

今
は
そ
の
批
判
を
再
考
し
、
新
し
い
読
み
を
模
索
す
る
流
れ
に
な
っ
て
お
り
、

木
村
小
夜
氏
や
、
星
野
絢
子
氏
に
よ
っ
て
合
法
的
な
読
み
の
可
能
性
が
検
証

さ
れ
た
。

戦
前
か
ら
、
未
明
は
社
会
批
判
的
な
作
風
で
あ
る
こ
と
が
相
馬
御
風
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」
に
お
け
る
社
会
批

判
的
側
面
か
ら
の
読
み
は
ま
だ
十
分
で
な
い
。

本
稿
で
は
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
に
お
け
る
娘
人
魚
の
描
か
れ
方
と

「
月
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
象
徴
的
な
読
み
の
可
能
性
を
模
索
し
、
未
明
が
表

し
た
主
張
を
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

小
川
未
明
、
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
、
象
徴
主
義

一
、「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
に
お
け
る
先
行
研
究

小
川
未
明
は
新
潟
県
中
頚
城
群
高
城
村
大
字
五
分
（
現

上
越
市
幸
町
九
九
番

地
）
に
生
ま
れ
た
。
北
国
の
厳
し
く
単
調
な
自
然
の
中
で
育
ち
、
父
の
影
響
も
あ

っ
て
波
乱
万
丈
な
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
。
中
頚
城
郡
第
一
小
学
区
の
岡
島
小
学

校
に
入
学
し
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
高
田
師
範
学
校
書
記
を
し
て
い
た
秋
山
長
明
の
下

で
漢
文
の
素
養
を
身
に
付
け
た
。
一
三
歳
の
時
、
高
田
中
学
に
入
学
し
、
そ
こ
で

出
会
っ
た
漢
学
者
、
江
坂
香
堂
、
北
沢
乾
堂
、
歌
人
の
下
村
千
別
等
の
影
響
で
詩

文
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
一
五
歳
に
な
っ
て
か
ら

切
偲
会

を
結
成
し

て
、
同
人
雑
誌
『
江
碧
山
青
』
を
編
集
す
る
。

一
九
歳
の
時
に
高
田
中
学
を
中
退
し
、
東
京
専
門
学
校
（
現

早
稲
田
大
学
）

の
英
米
哲
学
科
に
入
学
す
る
。
翌
年
、
一
高
生
の
藤
村
操
の
投
身
自
殺
に
際
し
て

執
筆
し
た
感
想
が
機
縁
と
な
っ
て
坪
内
逍
遙
と
親
近
す
る
。
二
二
歳
で
処
女
作

「
漂
浪
児
」
を
出
し
た
と
き
、
逍
遙
か
ら
「
未
明
」
の
雅
号
を
も
ら
い
、「
小
川
未
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明
」
と
い
う
名
前
が
使
わ
れ
始
め
る
。

明
治
三
八
年
、
二
三
歳
の
時
、
早
稲
田
大
学
を
卒
業
後
し
、
翌
年
に
日
本
女
子

大
卒
の
山
田
キ
チ
と
結
婚
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
早
稲
田
文
学
社
に
入
り
、
児
童
文
学

誌
「
少
年
文
庫
」
を
編
集
す
る
。
第
一
号
で
打
ち
切
り
と
な
る
も
の
の
、
こ
れ
が

児
童
文
学
と
の
最
初
の
機
縁
と
な
る
。

三
二
歳
の
時
、
長
男
哲
文
が
病
気
の
た
め
幼
く
し
て
命
を
落
と
す
。
こ
の
こ
ろ

か
ら
未
明
は
児
童
文
学
を
多
く
執
筆
す
る
よ
う
に
な
る
。
三
六
歳
の
時
、
長
女
晴

世
が
病
気
の
た
め
命
を
落
と
す
。
そ
し
て
、
悲
二
人
目
の
子
供
が
亡
く
な
っ
た
三

年
後
に
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
を
描
く
。

作
品
『
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
』
は
一
九
五
三
年
の
早
大
童
話
会
が
中
心
と
な
っ
た

「
少
年
文
学
宣
言
」
を
境
に
批
判
的
な
評
価
に
変
わ
る
。
古
田
足
日
、
鳥
越
信
、

い
ぬ
い
と
み
こ
が
未
明
文
学
の
批
判
の
中
心
で
あ
っ
た
。
批
判
点
は
大
き
く
①
町

が
滅
ぶ
と
い
う
結
末
の
解
釈
に
つ
い
て
、
②
娘
人
魚
の
寂
し
さ
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
、
③
神
様
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
こ
の
三
つ
で
あ
る
。

町
が
滅
ぶ
こ
と
に
言
及
し
た
木
村
小
夜
氏
は

お
そ
ら
く
は
何
の
取
り
柄
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
片
田
舎
の
「
小
さ
な
町
」

に
あ
る
種
の
個
性
と
反
映
を
も
た
ら
し
た
の
は
、「
絵
を
描
い
た
蝋
燭
」
の

大
量
生
産
・
販
売
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
経
済
的
恩
恵
を
被
っ
た
の
は
、
老

夫
婦
だ
け
で
な
く
町
全
体
だ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
先
行
研
究
で

「
不
条
理
」
と
さ
れ
て
い
た
町
全
体
が
滅
び
る
結
末
を
必
然
的
な
も
の
に
し

て
い
く１

）

。

と
社
会
構
造
や
経
済
に
言
及
し
た
読
み
の
可
能
性
を
示
し
た
。

「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
を
描
く
以
前
か
ら
小
川
未
明
は
社
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
憤
り
や
、
主
張
を
過
激
に
描
く
作
風
が
未
明
の
幼
馴
染
で
も
あ
る
相
馬

魚
風
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

文
明
に
対
す
る
絶
望
的
な
気
分
を
表
白
す
る
に
努
め
た
こ
の
第
二
期
は
、
現

代
の
芸
術
家
と
し
て
の
未
明
君
の
為
め
に
、
最
も
意
味
深
い
期
間
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う２

）

。

「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
に
も
未
明
が
持
っ
て
い
る
社
会
に
対
す
る
憤
り
が

象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
経
済
的
な
読
み
を
し
て
町
が
滅

ぶ
こ
と
に
合
理
的
な
意
味
づ
け
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
弱
者
を
蔑
ろ
に
す
る
社

会
は
自
然
に
滅
ぶ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
未
明
は
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
捨
て
子
」
を
す
る
母
人
魚
と
さ
み
し
さ
と
い
う
問
題
を
持
っ
た
娘
人
魚
に
つ

い
て
、
大
久
保
み
ど
り
氏
は
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

〞
窮
鳥
懐
に
入
る
〝
母
親
に
と
っ
て
は
、
最
後
に
残
さ
れ
た
望
み
の
場
、
生

き
る
権
利
、
生
き
て
い
る
事
の
強
調
の
た
め
に
、
何
と
し
て
も
飛
び
こ
ま
ね

ば
、
も
は
や
ど
う
に
も
「
た
ま
ら
な
い
」
懐
で
あ
っ
た
。
そ
こ
し
か
道
は
な

い
の
で
あ
る
。「
聞
い
て
い
る
」「
思
っ
た
」
と
い
う
こ
と
ば
の
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
、
母
親
が
、
自
分
の
行
動
と
思
想
に
漸
次
、
確
信
と
正
当
性
を
与
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
が
伺
え
る３

）

。

と
母
人
魚
の
愛
情
の
存
在
を
指
摘
し
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
「
人
魚
姫
」
と
の
比
較

に
よ
っ
て
、「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
求
め
る
未
明
の
真
理
と
、
現
状
の
世
界
か
ら
の

脱
却
を
求
め
た
母
人
魚
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
述
べ
、

「
北
の
海
」
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
、「
捨
て
子
」
を
し
た
動
機
の
背
後
に
は
、

「
個
」
と
「
社
会
」
の
独
自
性
・
尊
厳
性
・
自
由
性
・
統
一
性
を
願
い
、
そ

の
ユ
ー
ト
ピ
ア
建
設
の
た
め
に
、
愛
を
基
盤
に
し
て
乗
り
出
し
て
行
こ
う
と
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す
る
未
明
の
思
想
が
あ
っ
た４

）

。

と
結
ん
だ
。
北
の
国
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
は
北
国
の
人
が
思
い
描
い
て
き
た
思

想
で
あ
ろ
う
。
相
馬
御
風
は
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

未
明
君
の
芸
術
は
此
の
北
国
人
の
苦
し
い
訴
え
を
、
代
表
的
に
表
白
し
た
点

に
、
何
よ
り
も
鮮
や
か
な
特
色
が
認
め
ら
れ
る５

）

。

北
国
の
心
境
を
表
現
す
る
事
に
長
け
て
い
た
未
明
の
北
国
人
の
憧
れ
と
し
て
南

の
暖
か
な
国
に
思
い
を
寄
せ
る
考
え
方
は
母
人
魚
の
人
間
世
界
に
あ
こ
が
れ
る
考

え
方
に
一
致
す
る
。

「
神
さ
ま
」
に
つ
い
て
は
星
野
絢
子
氏
が
言
及
し
て
い
る
。
氏
は
人
間
と
人
魚
、

神
さ
ま
の
区
別
の
違
い
に
着
目
し
、
老
夫
婦
と
娘
人
魚
の
優
劣
を
図
式
的
に
解
説

す
る
こ
と
で
結
末
の
解
釈
に
繫
げ
、
以
下
の
様
に
結
ん
だ
。

現
世
的
な
利
益
と
は
か
け
離
れ
た
母
人
魚
の
根
源
的
な
思
い
が
、
神
に
現
世

利
益
を
求
め
続
け
た
「
人
間
の
世
界
」
を
飛
び
越
え
て
、「
神
さ
ま
の
世
界
」

を
求
め
た
の
が
、
こ
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
な
い
か６

）

。

神
様
に
対
す
る
現
世
利
益
的
な
役
割
か
ら
、
超
越
的
な
神
に
立
ち
返
る
こ
と
が

表
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

町
が
滅
ぶ
と
い
う
結
末
も
母
人
魚
に
つ
い
て
も
、
神
さ
ま
に
つ
い
て
も
、
社
会

風
刺
や
象
徴
的
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
相

馬
御
風
も
未
明
作
品
の
特
徴
に
つ
い
て

た
だ
抑
え
よ
う
と
し
て
抑
え
る
事
の
出
来
ぬ
内
部
生
命
の
苦
し
い
叫
び
、
切

な
る
訴
え
を
洩
ら
す
こ
と
が
、
芸
術
家
と
し
て
の
未
明
君
の
こ
の
上
な
い
望

み
で
あ
っ
た
の
だ７

）

。

と
未
明
文
学
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
。
未
明
の
作
品
に
は
こ
の
「
内
部
生
命
の

苦
し
い
叫
び
」
を
表
白
す
る
主
張
が
少
な
か
ら
ず
込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ

る
。
当
然
、
そ
の
中
に
は
今
回
扱
う
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
も
含
ま
れ
る
。

次
か
ら
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
主
な
問
題
と
北
国
と
南
国
の
関
係
の
、
合
わ
せ
て

四
の
観
点
を
考
え
て
い
き
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
未
明
の
思
想
的
な
特
徴
が
込
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二
、
娘
人
魚
の
顚
末
と
責
任
の
所
在

お
婆
さ
ん
は
あ
る
夜
に
神
社
に
お
参
り
に
行
っ
た
帰
り
、
石
段
の
下
に
人
魚
の

捨
て
子
を
拾
う
。
そ
の
時
に
次
の
よ
う
に
思
っ
た
。

お
ま
い
り
の
帰
り
に
私
の
目
に
止
ま
る
の
は
何
か
の
縁
だ
ろ
う
。
こ
の
ま
ま

見
捨
て
て
い
っ
て
は
神
様
の
罰
が
当
た
る
。
き
っ
と
神
様
が
私
た
ち
夫
婦
に

子
供
の
な
い
の
を
知
っ
て
、
お
授
け
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
帰
っ
て
お
じ
い
さ

ん
と
相
談
を
し
て
育
て
ま
し
ょ
う８

）

。

お
ば
あ
さ
ん
は
家
に
子
供
を
連
れ
帰
る
と
お
爺
さ
ん
と
相
談
し
て
育
て
る
決
意

を
す
る
。
そ
の
時
に
お
爺
さ
ん
の
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
神
さ
ま
の
お
授
け
子
だ
か
ら
、
大
切
に
し
て
育
て
な
け

れ
ば
罰
が
当
た
る９

）

。

こ
こ
ま
で
は
母
人
魚
が
願
っ
た
通
り
の
展
開
と
言
え
る
。
直
後
に
娘
が
人
間
で

な
く
人
魚
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
時
に
も
、
お
ば
あ
さ
ん
が
以
下
の
様
に
言
っ

た
。

い
い
と
も
何
ん
で
も
構
わ
な
い
、
神
さ
ま
の
お
授
け
に
な
っ
た
子
供
だ
か
ら

大
切
に
し
て
育
て
よ
う10

）

。
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こ
の
箇
所
は
表
面
的
に
と
て
も
暖
か
く
見
え
る
。
老
夫
婦
が
信
心
深
く
、
い
つ

も
感
謝
の
心
を
持
っ
て
い
て
、
親
切
だ
と
い
う
印
象
が
感
じ
ら
れ
る
。

娘
は
大
き
く
な
る
と
自
分
と
周
り
と
の
違
い
に
恥
ず
か
し
さ
を
覚
え
て
人
前
に

は
出
な
い
。
し
か
し
、
蝋
燭
を
買
い
に
来
る
客
は
娘
を
一
目
見
よ
う
と
娘
人
魚
に

興
味
を
持
つ
。

け
れ
ど
一
目
そ
の
娘
を
見
た
人
は
、
み
ん
な
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
美
し
い

器
量
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
中
に
は
ど
う
か
し
て
そ
の
娘
を
見
よ
う
と
思
っ

て
、
蝋
燭
を
買
い
に
来
た
者
も
あ
り
ま
し
た11

）

。

こ
の
時
点
で
は
、
娘
人
魚
に
対
し
て
人
々
の
注
目
が
集
ま
っ
て
い
た
。
寂
し
い

と
こ
ろ
は
唯
一
「
人
間
と
違
う
」
と
い
う
事
に
恥
ず
か
し
さ
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
所
で
あ
ろ
う
。
娘
人
魚
が
こ
の
後
、
蝋
燭
に
赤
い
絵
の
具
で
絵
を
描
い
た
あ
た

り
か
ら
娘
の
運
命
は
転
落
し
始
め
る
。

誰
で
も
、
そ
の
絵
を
見
る
と
、
蝋
燭
が
ほ
し
く
な
る
よ
う
に
、
そ
の
絵
に
は

不
思
議
な
力
と
美
し
さ
が
籠
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
う
ま
い
筈
だ
、
人
間
で
は
な
い
人
魚
が
描
い
た
ん
だ
も
の12

）

」

絵
を
描
い
た
蝋
燭
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
、
お
宮
に
上
げ
た
蝋
燭
の
切
れ
端
を
持

っ
て
い
る
と
船
が
遭
難
し
な
く
な
る
と
い
う
不
思
議
な
話
が
湧
い
て
出
て
く
る
。

こ
の
時
に
娘
人
魚
は
以
下
の
様
に
思
う
。

「
こ
ん
な
人
間
並
み
で
な
い
自
分
を
も
、
よ
く
育
て
可
愛
が
っ
て
下
す
っ
た

ご
恩
を
わ
せ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
と
、
娘
は
、
老
夫
婦
の
や
さ
し
い
心
に

感
じ
て13

）

…
…

こ
の
時
に
娘
人
魚
は
は
っ
き
り
と
、
老
夫
婦
の
行
い
を
「
や
さ
し
い
心
」
と
感

じ
て
い
た
。
娘
の
感
謝
の
気
持
ち
が
は
っ
き
り
と
顕
れ
て
い
る
。

蝋
燭
の
不
思
議
な
力
は
遠
く
の
村
ま
で
響
く
と
同
時
に
、「
神
様
」
に
対
し
て

の
信
仰
が
集
ま
り
、
娘
に
対
す
る
注
目
は
「
神
様
」
に
す
り
替
わ
る
。

神
さ
ま
の
評
判
は
良
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
誰
も
、
蝋
燭
に
一
心
を
籠
め

て
絵
を
描
い
て
い
る
娘
の
こ
と
を
思
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
す14

）

。
従
っ
て

そ
の
娘
を
可
哀
そ
う
に
思
っ
た
人
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
初
め
て
、
語
り
手
は
娘
を
「
可
哀
そ
う
」
と
説
明
し
、
人
々
の
意
識
が

娘
か
ら
神
様
へ
置
き
換
え
ら
れ
、
娘
は
村
人
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
て
ゆ

く
。

娘
は
、
疲
れ
て
、
折
々
は
月
の
い
い
晩
に
、
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
、
遠
い
、

北
の
青
い
青
い
海
を
恋
し
が
っ
て
涙
ぐ
ん
で
眺
め
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た15
）

。

あ
る
時
、
南
の
国
か
ら
香
具
師
が
来
て
、「
人
魚
は
、
不
吉
な
も
の
」
と
老
夫

婦
に
説
明
す
る
と
、
老
夫
婦
は
欲
に
か
ら
れ
て
娘
を
売
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、

老
夫
婦
は
「
鬼
の
よ
う
な
心
持
」
に
な
り
、
娘
は
ひ
た
す
ら
蝋
燭
に
絵
を
描
い
て

い
た
。
そ
の
時
の
娘
の
心
境
は
ま
さ
に
「
身
の
行
く
末
を
思
う
て
悲
し
ん
」
で
い

る
不
安
や
寂
し
さ
と
い
っ
た
暗
い
感
情
の
実
現
で
あ
っ
た
。

「
悲
し
い
思
い
出
の
記
念
」
に
「
赤
く
蝋
燭
を
塗
り
つ
ぶ
し
て
」
し
ま
い
、
香

具
師
に
売
ら
れ
て
い
く
。
娘
人
魚
が
登
場
す
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
娘
人
魚
の
顚
末
で
、
上
笙
一
郎
は
自
身
の
生
い
立
ち
と
重
ね
て
、

母
親
の
人
魚
か
ら
捨
て
ら
れ
、
第
二
の
父
母
と
も
い
う
べ
き
蝋
燭
屋
の
老
夫

婦
か
ら
も
見
放
さ
れ
た
人
魚
の
少
女
が
、
他
人
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
わ
た

し
は
、
あ
わ
れ
な
人
魚
の
少
女
に
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
の
自
分
の
姿
を
確
か
に

見
た
の
だ16

）

。
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こ
こ
で
解
る
こ
と
は
、
娘
人
魚
が
孤
独
で
あ
っ
た
と
い
う
事
に
対
し
て
、
物
語

の
登
場
人
物
す
べ
て
が
関
わ
り
を
持
っ
て
、
責
任
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
い
う

認
識
で
読
ま
れ
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
中
で
、
人
々
の
意
識
が
娘
人
魚
か

ら
神
様
に
移
り
変
わ
り
、
完
全
な
独
り
ぼ
っ
ち
を
作
り
出
し
て
い
る
。

村
人
は
町
が
滅
び
た
時
に
犠
牲
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
直

接
関
係
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
村
人
の
視
点
か
ら
読
み
だ
か
ら
で

あ
る
。
社
会
批
判
的
な
作
者
未
明
の
立
場
で
は
、
村
人
が
弱
者
で
あ
る
娘
人
魚
に

対
し
て
目
を
向
け
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

母
人
魚
の
責
任
に
関
し
て
大
久
保
み
ど
り
氏
は
、
こ
の
様
な
従
来
の
考
え
方
に

対
し
て
母
人
魚
の
「
愛
」
を
考
察
し
、「
母
人
魚
に
確
信
と
正
当
性
を
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

滑
川
道
夫
氏
は
結
末
の
「
濡
れ
た
女
」
と
お
宮
に
蝋
燭
を
上
げ
た
女
、
町
を
滅

ぼ
し
た
張
本
人
を
母
人
魚
と
断
定
し
て
結
末
を
説
明
す
る
。

人
魚
の
母
親
の
超
人
的
な
力
に
よ
っ
て
み
ん
な
滅
ぼ
し
ち
ゃ
う
。
人
魚
の
母

親
の
激
し
い
怒
り
は
、
作
者
の
正
義
感
の
噴
出
的
表
現
で
し
ょ
う
。
仇
討
ち

思
想
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
東
洋
的
な
「
天
罰
」
思
想
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

肝
心
の
人
魚
は
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
ふ
れ
て

い
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
嵐
を
巻
き
起
こ
し
て
暴
風
で
船
を
沈
め
て
し
ま

う
よ
う
な
力
を
持
っ
て
い
る
人
魚
の
母
親
だ
か
ら
、
海
の
底
へ
沈
ん
だ
織
の

な
か
か
ら
、
自
分
の
娘
を
助
け
る
ぐ
ら
い
は
簡
単
に
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
の
人
魚
の
娘
の
運
命
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
い
っ

そ
う
に
頼
り
な
い
も
の
が
、
や
り
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
な
怒
り
が
感
じ
ら
れ

ま
す17

）

。

母
人
魚
が
町
を
滅
ぼ
し
た
と
言
い
、
そ
れ
は
未
明
の
正
義
感
の
噴
出
的
な
表
現

で
あ
る
と
い
う
。
娘
人
魚
の
結
末
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
や
り

ど
こ
ろ
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

上
氏
、
滑
川
氏
の
い
う
よ
う
に
娘
人
魚
の
不
幸
の
一
端
に
は
母
人
魚
が
い
た
と

思
わ
れ
る
。
育
っ
た
娘
人
魚
は
自
分
の
姿
を
恥
じ
て
、
人
間
と
違
う
存
在
で
あ
る

こ
と
を
常
に
意
識
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
す
で
に
母
人
魚
が
描
い
た
人
間
と
同
じ

よ
う
に
暮
ら
す
と
い
う
願
望
は
破
綻
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
母
人
魚
は
自
分
た

ち
が
人
と
同
じ
よ
う
に
暮
ら
せ
る
と
思
い
、
娘
人
魚
は
人
間
世
界
に
い
て
自
分
の

姿
に
違
和
感
を
覚
え
、
劣
等
感
を
抱
く
。
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
母
の
願
い
と
食

い
違
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
こ
か
ら
娘
人
魚
は
ど
ん
ど
ん
「
可
哀
そ

う
」
な
境
遇
に
見
舞
わ
れ
る
。

物
語
の
構
造
そ
の
も
の
が
娘
人
魚
を
孤
独
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
母
人
魚
の

「
人
間
は
、
魚
よ
り
も
、
ま
た
獣
物
よ
り
も
、
人
情
が
あ
っ
て
や
さ
し
い
と
聞
い

て
い
る
。」
と
い
う
思
い
込
み
に
近
い
感
情
は
、
そ
れ
が
結
末
で
裏
切
ら
れ
る
こ

と
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、「
け
っ
し
て
い
じ
め
た
り
、
苦
し
め
た
り
す
る
こ
と

は
な
い
と
聞
い
て
い
る
」、「
一
度
、
人
間
が
手
に
取
り
上
げ
て
育
て
て
く
れ
た
ら
、

き
っ
と
、
無
慈
悲
に
捨
て
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
箇
所
は
、

娘
人
魚
が
不
幸
に
な
る
事
を
暗
示
し
て
い
る
。
老
夫
婦
が
「
神
様
の
お
か
げ
だ
か

ら
」「
神
様
の
罰
が
当
た
る
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
多
用
し
て
、
娘
人
魚
を
育
て
る

動
機
を
「
神
様
」
に
求
め
る
こ
と
で
、
娘
人
魚
と
老
夫
婦
の
繫
が
り
は
神
様
が
無

く
て
は
成
り
立
た
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

星
野
絢
子
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
娘
人
魚
と
老
夫
婦
の
優
劣
に
関
し
て
「
神

様
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
い
、
以
下
の
様
に
言
及
し
た
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か
わ
い
そ
う

な
愛
ら
し
い
劣
位
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、

神
さ
ま
の

お
授
け
子

だ
か
ら
育
て
る
、
と
い
う
よ
う
に
「
神
さ
ま
」
の
存
在
に
よ
る

感
情
の
塗
り
つ
ぶ
し
が
起
き
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い18

）

。

「
神
さ
ま
の
お
授
け
子
」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、
お
ば
あ
さ
ん
が
捨
て
子
（
娘
人

魚
）
を
拾
う
場
面
で
、
お
ば
あ
さ
ん
の
印
象
と
し
て
既
に
あ
り
、
お
じ
い
さ
ん
と

相
談
し
た
と
き
に
改
め
て
確
認
し
て
い
る
の
は
、
ま
る
で
自
己
暗
示
を
か
け
よ
う

と
し
て
い
る
呪
文
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
神
さ
ま
も
、
娘
人
魚
を
不
幸
に
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
神
さ
ま

の
存
在
は
娘
人
魚
が
老
夫
婦
に
育
て
ら
れ
る
た
め
に
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
神
さ
ま
と
の
関
係
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
娘
人
魚
が
老

夫
婦
か
ら
見
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
完
成
す
る
。

娘
人
魚
を
不
幸
に
し
た
の
は
、
老
夫
婦
、
母
人
魚
、
村
人
、
神
さ
ま
の
す
べ
て

の
登
場
人
物
で
あ
る
。
老
夫
婦
は
「
赤
い
ろ
う
そ
く
は
、
不
吉
」
と
い
う
事
に
な

り
蝋
燭
屋
を
や
め
る
。
村
人
は
最
後
に
町
が
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
結
末
を
与
え

ら
れ
る
。
神
さ
ま
は
人
々
か
ら
の
信
仰
を
失
い
町
の
鬼
門
と
な
る
。
そ
し
て
母
人

魚
は
娘
の
幸
せ
と
い
う
願
い
が
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と

登
場
人
物
す
べ
て
が
娘
人
魚
を
不
幸
に
し
た
罰
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
最
後
の
「
い
つ
し
か
山
の
上
の
お
宮
を
さ
し
て
、
ち
ら
ち
ら
と
動
い
て

ゆ
く
の
を
見
た
も
の
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
箇
所
で
は
、
お
宮
に
蝋
燭
を
上
げ
て

い
た
の
は
母
人
魚
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
可
能
性
を
考
え
る
事
で
、

読
み
が
広
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
を
自
然
現
象
的
な
表
現
と
と
ら
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ

う
か
。

娘
人
魚
が
蝋
燭
屋
に
い
た
時
に
は
、
お
宮
に
上
が
っ
た
ろ
う
そ
く
の
灯
は
絶
え

る
こ
と
が
無
か
っ
た
。
そ
の
頃
の
光
景
は
人
々
が
お
ぼ
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
結
末
で
上
が
っ
た
蝋
燭
の
灯
が
以
前
の
も
の
と
違
っ
て
い
る
。

物
語
の
中
で
そ
の
個
所
は
以
下
の
様
に
表
現
さ
れ
る
。

真
っ
暗
な
、
星
も
見
え
な
い
、
雨
の
降
る
晩
に
、
波
の
上
か
ら
、
赤
い
ろ
う

そ
く
の
灯
が
、
漂
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
高
く
登
っ
て
、
い
つ
し
か
山
の
上
の
お

宮
を
さ
し
て
、
ち
ら
ち
ら
と
動
い
て
ゆ
く
の
を
見
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。

幾
年
も
た
た
ず
し
て
、
そ
の
ふ
も
と
の
町
は
ほ
ろ
び
て
、
滅
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た19

）

。

こ
の
箇
所
の
捉
え
方
は
二
通
り
あ
る
。
つ
ま
り
、
蝋
燭
が
「
赤
い
」
の
か
、
灯

が
「
赤
い
」
の
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
み
が
違
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

蝋
燭
が
「
赤
い
」
場
合
で
は
、
母
人
魚
と
思
わ
れ
る
最
終
章
で
蝋
燭
を
買
い
に

来
る
「
女
」
で
あ
る
こ
と
を
想
像
し
て
し
ま
う
。「
赤
い
ろ
う
そ
く
」
を
買
っ
て

い
っ
た
の
が
「
女
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
母
人
魚
が
蝋
燭
を
上
げ

た
と
読
み
、
結
末
は
母
人
魚
が
神
の
力
を
借
り
て
起
こ
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

灯
が
「
赤
い
」
場
合
は
違
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
遠
目
か
ら
灯
が
見

え
、
以
前
と
の
比
較
で
「
赤
い
」
と
い
う
感
想
を
持
つ
と
い
う
事
。
こ
こ
に
は
過

去
の
回
想
が
想
起
さ
れ
る
。

前
者
で
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
こ
の
「
赤
い
ろ
う
そ
く
の
灯
」
を
見

た
者
は
、
ど
こ
で
「
女
」
が
蝋
燭
屋
の
赤
い
蝋
燭
を
買
っ
た
と
い
う
情
報
を
得
た

の
か
、
遠
目
で
見
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
蝋
燭
の
色
が
「
赤
い
」
と
分
か
る
の
か
。

前
者
は
現
実
的
に
考
え
ら
れ
な
い
。
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「
赤
い
」
灯
が
昇
っ
た
時
、
あ
た
り
は
「
真
っ
暗
」
で
あ
る
。
真
っ
暗
な
時
に

海
か
ら
上
が
る
光
は
「
月
」
を
想
起
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
語
で
は
「
月
」
が

見
え
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
こ
う
考
え
た
時
、「
赤
い
」
色
は
象
徴
的
な
何

か
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
後
述
す
る
母
人
魚
の
象
徴
と
し
て
成
り
立

つ
と
同
時
に
、「
月
」
以
外
の
何
か
を
想
起
し
、
ま
た
新
た
な
読
み
の
可
能
性
が

出
て
来
る
。

娘
人
魚
の
不
幸
に
対
す
る
責
任
は
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
娘
以
外
の
す
べ

て
の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
社
会
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
結
末
で
町
と
い
う
社
会
構
造
が
崩
壊
す
る
の
に
十
分
な
理
由
と
な
っ

て
い
く
。

ま
た
、
お
宮
に
蝋
燭
が
上
が
る
と
い
う
記
述
の
あ
る
箇
所
の
直
前
に
以
下
の
よ

う
な
説
明
が
あ
る
。

月
が
、
雲
間
か
ら
も
れ
て
波
の
面
を
照
ら
し
た
と
き
は
、
ま
こ
と
に
気
味
悪

う
ご
ざ
い
ま
し
た20

）

。

な
ぜ
、
月
が
雲
間
か
ら
海
を
照
ら
す
と
気
味
悪
く
な
る
の
か
。
こ
こ
に
は
物
語

を
読
み
解
く
う
え
で
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
次
章

で
は
物
語
に
登
場
す
る
月
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。

三
、
物
語
に
於
け
る
月
の
表
現

以
下
は
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
冒
頭
の
情
景
描
写
で
あ
る
。

北
方
の
海
の
色
は
、
青
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
岩
の
上
に
、
女
の

人
魚
が
上
が
っ
て
、
あ
た
り
の
景
色
を
な
が
め
な
が
ら
休
ん
で
い
ま
し
た
。

雲
間
か
ら
も
れ
た
月
の
光
が
さ
び
し
く
、
波
の
上
を
照
ら
し
て
い
ま
し
た
。

ど
ち
ら
を
見
て
も
限
り
な
い
、
も
の
す
ご
い
波
が
、
う
ね
う
ね
と
動
い
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す21

）

。

母
人
魚
が
登
場
す
る
際
に
も
雲
間
か
ら
も
れ
た
月
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

景
色
を
見
る
こ
と
で
母
人
魚
は
「
冷
た
い
、
暗
い
、
気
の
滅
入
り
そ
う
な
」
北
の

海
で
の
生
活
を
思
い
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
娘
人
魚
を
陸
に
産
み
落
と

し
て
、
海
の
中
の
世
界
か
ら
解
放
し
て
や
り
た
い
と
い
う
母
人
魚
の
願
い
の
起
点

は
、
こ
の
描
写
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
情
景
が
人
魚
の
母
に
子
供
を
陸
に
産

み
落
と
す
決
意
を
さ
せ
、
大
久
保
み
ど
り
氏
が
い
う
「
そ
こ
し
か
道
は
な
い22

）

」
理

由
と
な
る
。
ま
た
、
結
末
の
表
現
、「
月
が
雲
間
か
ら
も
れ
て
」
と
冒
頭
と
同
じ

描
写
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

母
人
魚
の
出
現
に
関
し
て
も
「
月
」
の
描
写
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
母

人
魚
の
説
明
で
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。

月
の
明
る
く
照
ら
す
晩
に
、
海
の
面
に
浮
か
ん
で
、
岩
の
上
に
休
ん
で
、
い

ろ
い
ろ
な
空
想
に
ふ
け
る
の
が
常
で
あ
り
ま
し
た22

）

。

月
の
明
る
く
照
ら
す
晩
に
は
母
人
魚
が
海
の
面
に
現
れ
る
。
そ
の
時
に
、
お
宮

に
上
が
っ
た
蝋
燭
を
確
認
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
第
二
章
で
語
り
手
が
「
毎
晩
の
よ

う
に
、
そ
の
お
宮
に
上
が
っ
た
ろ
う
そ
く
の
灯
影
が
、
ち
ら
ち
ら
と
揺
ら
め
い
て

い
る
の
が
、
遠
い
海
の
上
か
ら
望
ま
れ
た
の
で
あ
り
ま
す23

）

」
と
説
明
し
て
い
る
。

海
の
上
か
ら
蝋
燭
が
確
認
さ
れ
る
必
要
性
は
最
後
の
「
赤
い
ろ
う
そ
く
の
灯
」
を

「
見
た
も
の
が
あ
り
ま
す
」
に
繫
げ
る
だ
け
で
な
く
、
月
の
出
て
い
る
晩
に
母
人

魚
が
確
認
す
る
た
め
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

娘
人
魚
は
成
長
し
て
、
蝋
燭
に
絵
を
描
き
は
じ
め
、
蝋
燭
が
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ

る
よ
う
に
な
り
、
娘
人
魚
は
「
月
の
い
い
夜
に
、
窓
か
ら
頭
を
出
し
て
、
遠
い
、
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北
の
青
い
、
青
い
、
海
を
恋
し
が
っ
て
、
涙
ぐ
ん
で
眺
め
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

「
月
」
の
出
る
晩
は
母
人
魚
が
「
海
の
面
」
に
現
れ
る
時
で
あ
る
。

ま
た
、
娘
人
魚
が
香
具
師
に
売
ら
れ
て
い
く
と
き
「
波
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、

な
ん
と
な
く
、
遠
く
の
方
で
、
自
分
を
呼
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
」

す
る
。
こ
れ
は
「
月
の
明
る
い
晩
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
も
母
人
魚
が
海

面
に
現
れ
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
蝋
燭
を
買
い
に
来
る
「
女
」
が
現
れ
た
時
、「
黒
い
髪
の
毛
が
び
っ

し
ょ
り
と
水
に
ぬ
れ
て
、
月
の
光
に
輝
い
て
い
た
」
と
「
月
」
は
こ
こ
に
も
表
れ

る
。
こ
の
女
が
母
人
魚
に
結
び
つ
く
た
め
に
必
要
な
描
写
が
「
月
」
で
あ
る
。
物

語
の
中
で
は
、
あ
く
ま
で
謎
の
「
女
」
に
し
よ
う
と
描
か
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
物

語
の
不
気
味
さ
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
考
え
て
み
る
と
、
語
り
手
が
説
明
す
る
「
月
が
、
雲
間
か
ら
も
れ
て

波
の
面
を
照
ら
し
た
と
き
は
、
ま
こ
と
に
気
味
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た24

）

」
と
い
う
理

由
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
母
人
魚
は
物
語
の
後
半
で
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
に
現
れ
、

そ
の
と
き
に
は
「
月
」
が
で
て
い
た
。「
月
」
は
物
語
を
通
し
て
、
母
人
魚
を
象

徴
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
雲
間
か
ら
も
れ
た
「
月
」
が
気
味

悪
い
も
の
で
あ
る
と
町
の
人
々
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四
、
北
と
南
に
現
れ
る
思
想

相
馬
御
風
が
未
明
の
作
風
に
言
及
し
た
「
小
川
未
明
論
」
に
は
以
下
の
様
に
示

さ
れ
る
。

一
つ
は
即
ち
北
国
の
暗
い
天
地
に
生
ま
れ
た
人
々
が
い
つ
と
な
く
南
の
明
る

い
国
を
夢
見
て
、
灰
色
の
故
郷
を
逃
れ
出
て
、
遠
い
旅
路
に
上
る
よ
う
な
、

何
か
知
ら
遠
い
遠
い
夢
の
世
界
に
あ
こ
が
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
此

の
単
調
な
さ
び
し
い
生
の
歩
み
を
つ
づ
け
て
居
る25

）

。

こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
、
相
馬
御
風
が
未
明
に
つ
い
て
分
析
し
た
特
徴
の
う
ち
の

未
明
の
最
も
早
い
段
階
で
あ
る
。
こ
の
頃
か
ら
小
川
未
明
作
品
は
北
国
の
人
々
が

南
の
暖
か
な
国
に
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
単
調
な
厳
し
い
自
然
の
中
で
生
活
す
る
よ

う
す
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
知
さ
れ
て
い
た
。
未
明
自
身
も
、
北

国
と
南
国
に
つ
い
て
の
感
想
を
一
九
二
二
年
に
感
想
集
『
生
活
の
火
』
に
て
発
表

し
て
い
る
。
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
北
と
南
に
憧
れ
る
心
」
に
は
、
ロ
シ
ア

文
学
を
称
賛
し
て
、
以
下
の
様
に
感
想
を
抱
い
て
い
る
。

理
想
主
義
者
の
心
持
を
面
白
く
思
う
と
同
時
に
、
ま
た
お
伽
噺
の
中
に
あ
る

よ
う
な
黒
海
沿
岸
を
慕
う
心
持
に
於
て
、
い
つ
も
た
ま
ら
な
い
人
間
性
の
面

白
味
を
独
り
露
西
亜
文
学
に
感
ず
る26

）

。

未
明
は
ロ
シ
ア
文
学
を
北
国
人
の
自
分
の
立
場
と
重
ね
て
述
べ
て
い
る
文
で
あ

る
と
い
う
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
露
西
亜
文
学
の
南
国
「
黒
海
沿
岸
」

と
「
理
想
」
に
「
憧
れ
る
心
」
は
相
馬
御
風
が
示
し
た
未
明
文
学
の
特
徴
で
あ
る

南
国
に
憧
れ
る
北
国
人
と
一
致
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
物
語
の
中
で
「
南
の
国
」
は
人
魚
を
買
い
に
来
た
香
具
師
が
い
る

場
所
で
あ
り
、
娘
人
魚
に
と
っ
て
「
幾
百
里
も
遠
い
、
知
ら
な
い
、
熱
い
南
の

国
」
で
決
し
て
憧
れ
て
い
る
世
界
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
娘
人
魚
に
と
っ
て
は
恐

れ
て
い
る
未
知
の
世
界
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
社
会
風
刺
を
よ
く
描
い
た
未
明
が
「
南
の
国
」
に
代
わ
っ
て
あ
こ
が

れ
を
抱
い
た
の
は
未
明
の
「
理
想
」
の
社
会
の
在
り
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
未
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明
は
感
想
集
『
芸
術
の
暗
示
と
恐
怖
』
に
て
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

顧
み
て
、
私
達
は
、
年
少
の
時
代
か
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
ど
ん
な
考
え

を
抱
い
て
道
を
歩
い
て
来
た
か
。
そ
の
い
ず
れ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
曾
て

希
望
を
ば
捨
て
な
か
っ
た
。

『
き
っ
と
、
い
ま
に
い
ゝ
世
界
が
、
自
分
達
の
眼
前
に
開
か
れ
る
。』

そ
う
思
っ
て
来
た
の
だ
。
そ
し
て
、
い
ま
、
よ
う
や
く
、
そ
の
考
を
捨
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
虚
偽
と
譎
詐
け
っ
さ
と
不
正
に
満
ち
た
社
会
に

は
、
も
う
光
明
が
な
い
。
希
望
を
繫
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
考
え
ん
と

す
る
の
だ
。

こ
の
美
し
い
自
然
も
自
由
な
大
空
も
決
し
て
美
し
く
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、

自
由
で
も
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

中
略

芸
術
は
、
現
実
の
凝
視
か
ら
産
れ
る
。
現
実
を
忘
れ
て
、
そ
こ
に
、
吾
人
に

価
値
あ
る
芸
術
は
存
在
し
な
い
。

私
達
は
、
こ
の
現
実
に
於
て
、
暴
力
が
憚
は
ば
か
ら
ず
に
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
強
者
は
、
徒
ら
に
弱
者
を
虐
げ
て
い
る
事
実
を
見
あ
き

る
程
見
て
い
る
。
人
間
が
、
人
間
を
奴
隷
と
し
、
自
欲
の
た
め
に
は
、
他
の

苦
艱
く
か
ん
を
も
意
と
し
な
い
、
そ
の
こ
と
が
人
道
に
も
と
る
に
も
か
ゝ
わ

ら
ず
。
不
問
に
さ
れ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
社
会
は
、
民

衆
が
喜
ん
だ
り
、
楽
し
ん
だ
り
す
る
こ
と
よ
り
は
、
一
層
、
苦
し
ん
だ
り
、

悲
し
ん
だ
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
も
よ
く
感
じ
て
い
る
。

こ
れ
が
疑
い
な
く
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
多
く
の
芸
術
家

は
、
敢
て
こ
の
現
実
に
触
れ
よ
う
と
も
し
な
い
。

私
の
こ
ゝ
に
い
う
触
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
、
そ
の
真
相
を
究
め
よ

う
と
す
る
誠
意
の
あ
る
輩
が
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
も
、
正
直
で
良
心
あ
る
も
の
が
、
芸
術
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
だ27

）

。

「
い
い
世
界
」
が
開
か
れ
る
と
年
少
の
時
代
か
ら
思
い
、
そ
れ
を
芸
術
に
表
す

と
い
う
未
明
の
在
り
方
は
「
赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
に
も
正
直
に
表
れ
る
。

人
間
は
、
こ
の
世
界
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
や
さ
し
い
も
の
だ
と
聞
い
て
い
る
。

そ
し
て
、
か
わ
い
そ
う
な
も
の
や
、
頼
り
な
い
も
の
は
、
け
っ
し
て
い
じ
め

た
り
、
苦
し
め
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
い
っ
た
ん
手
な
ず

け
た
な
ら
、
け
っ
し
て
、
そ
れ
を
捨
て
な
い
と
も
言
っ
て
い
る28

）

。

「
か
わ
い
そ
う
な
も
の
」「
頼
り
な
い
も
の
」
に
優
し
い
世
界
、
そ
れ
は
未
明
が

求
め
た
社
会
主
義
の
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る
様
に
思
わ
れ
る
。
母
人
魚
は
理
想
の

世
界
を
求
め
「
冷
た
い
、
暗
い
、
気
の
滅
入
り
そ
う
な
」
海
か
ら
脱
却
す
る
こ
と

を
求
め
て
、
子
供
を
陸
に
産
ん
だ
の
で
あ
る
。

大
久
保
み
ど
り
氏
は
こ
の
理
想
の
社
会
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
称
し
て
以
下
の
様
に

述
べ
る
。

未
明
に
と
っ
て
は
、
何
宗
で
も
、
何
主
義
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実

に
立
脚
し
て
い
て
、
そ
れ
が
真
実
で
さ
え
あ
れ
ば
、
そ
れ
故
、
表
現
に
お
い

て
一
貫
性
が
な
く
、
混
沌
さ
を
感
じ
さ
せ
た
り
、「
認
識
者
」
的
側
面
を
見

せ
た
り
す
る
が
、
是
非
は
別
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
彼
独
自
の
分
析
と
総
合

に
よ
っ
て
う
ち
た
て
ら
れ
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
未
明
は
、
こ
の
理
想
に
立

脚
し
て
い
る
限
り
、
や
が
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
行
き
つ
け
る
と
い
う
確
証
も
そ

の
存
在
性
も
不
明
瞭
に
し
か
持
つ
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
又
め
ざ
す
べ
き
ユ

ー
ト
ピ
ア
の
世
界
は
現
実
の
世
界
と
大
差
を
置
く
こ
と
は
出
来
な
い
筈
で
あ
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る29
）

。

「
彼
独
自
の
分
析
と
総
合
」
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
理
想
で
あ
る
た
め
、

「
不
明
瞭
」
で
あ
り
、
結
果
、
母
人
魚
の
求
め
た
世
界
は
結
局
「
北
の
海
」
と
変

わ
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
の
が
氏
の
考
え
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
考
え
は
あ
く
ま
で
母
人
魚
の
個
人
的
な
理
想
で
あ
る
。
確
証

も
存
在
性
も
「
不
明
瞭
」
で
、
こ
の
箇
所
は
現
実
的
に
あ
り
え
な
い
事
は
未
明
自

身
も
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
物
語
で
こ
の
理
想
は
人
間
に
よ

っ
て
打
ち
砕
か
れ
る
。
母
人
魚
の
夢
見
た
理
想
の
世
界
は
存
在
し
え
な
い
と
い
う

こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
人
間
社
会
に
そ
う
し
た
「
や
さ
し
さ
」
が
な
け
れ
ば

滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
危
惧
が
「
町
が
滅
び
て
し
ま
」
う
こ
と
に
象
徴
れ
て
い
る

と
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
娘
人
魚
は
老
夫
婦
を
「
や
さ
し
い
」
と
感
じ
て
い

た
が
、
そ
の
正
体
は
前
述
し
た
よ
う
に
神
様
に
も
た
ら
さ
れ
た
、
滅
び
へ
の
布
石

で
あ
る
。
老
夫
婦
は
「
神
さ
ま
の
罰
」
を
恐
れ
て
人
魚
を
育
て
た
。
そ
こ
に
は
も

は
や
母
人
魚
の
理
想
と
す
る
「
や
さ
し
さ
」
は
存
在
し
な
い
。「
神
」
と
い
う
理

性
の
皮
膜
が
無
く
な
れ
ば
、
老
夫
婦
は
「
金
に
目
が
く
ら
む
」
欲
望
の
塊
と
化
し

た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
の
姿
は
、
未
明
が
今
ま
で
に
現
実
世
界
で
感
じ
て
き
た
社

会
の
姿
で
あ
り
、
社
会
主
義
活
動
へ
の
原
動
力
で
あ
っ
た
。

母
人
魚
の
求
め
た
理
想
の
世
界
は
「
や
さ
し
い
」
人
間
社
会
で
あ
る
。
娘
人
魚

が
売
ら
れ
て
い
く
時
に
、
南
の
国
は
以
下
の
様
に
表
現
さ
れ
る
。

内
気
な
、
や
さ
し
い
娘
は
、
こ
の
家
か
ら
離
れ
て
、
幾
百
里
も
遠
い
、
知
ら

な
い
、
熱
い
南
の
国
へ
行
く
こ
と
を
恐
れ
ま
し
た30

）

。

南
の
国
は
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
る
。

未
明
作
品
の
特
徴
の
一
つ
に
、
北
国
人
が
南
の
国
に
憧
れ
な
が
ら
単
調
な
生
活

を
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
現
れ
て
い
る
の
は
母
人
魚
が
理
想
の

人
間
社
会
を
追
い
求
め
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
憧
れ
を
抱
い
た
登
場
人
物
を
描
く

と
い
う
未
明
の
特
徴
に
よ
く
似
て
い
る
。

北
国
人
が
南
国
へ
憧
れ
を
抱
く
未
明
文
学
の
特
徴
は
、
こ
の
よ
う
に
母
人
魚
が

理
想
の
世
界
へ
あ
こ
が
れ
る
形
に
変
化
し
て
い
き
、
そ
の
思
想
が
「
赤
い
ろ
う
そ

く
と
人
魚
」
に
も
表
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
物
語
に
お
い
て
南
が
「
幾
百
里
も
遠
い
、
知
ら
な
い
、
熱
い
」

と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
表
現
さ
れ
る
も
の
の
、
暖
か
な
人
間
世
界
を
憧
れ

る
母
人
魚
は
未
明
文
学
の
特
徴
と
し
て
相
馬
御
風
が
述
べ
た
憧
れ
と
い
う
特
徴
を

よ
く
表
し
て
い
る
。

繰
り
返
す
が
、
町
の
人
々
、
老
夫
婦
、
神
様
、
母
人
魚
の
す
べ
て
が
娘
人
魚
の

不
幸
に
関
わ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
に
も
不
幸
が
現
れ
る
。
老
夫
婦
に
は
蝋
燭

の
悪
い
噂
と
「
蝋
燭
屋
を
や
め
」
て
し
ま
う
と
い
う
不
幸
が
お
こ
る
。
神
様
に
は

人
々
の
信
仰
が
無
く
な
り
、「
町
の
鬼
門
」
と
な
る
。
母
人
魚
は
「
子
供
が
ど
こ

に
い
て
も
、
し
あ
わ
せ
に
暮
ら
し
て
く
れ
た
な
ら
、
私
の
喜
び
は
、
そ
れ
に
ま
し

た
こ
と
は
な
い
」
ま
で
言
わ
せ
た
願
い
が
叶
わ
ず
、
娘
人
魚
が
不
幸
に
な
っ
て
い

し
ま
う
。

そ
し
て
、
町
の
人
々
に
は
滅
び
が
訪
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
が
滅
び
る
と
い
う

事
は
未
明
の
危
惧
が
象
徴
的
に
現
れ
て
お
り
、
こ
こ
だ
け
を
見
る
と
い
ぬ
い
と
み

こ
氏
の
言
う
よ
う
な
理
不
尽
な
滅
び
に
な
る
。
し
か
し
、
娘
人
魚
の
不
幸
に
十
分

に
関
わ
り
、
蝋
燭
の
恩
恵
に
預
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
滅
び
が
訪
れ
る
の
に

十
分
な
理
由
と
な
る
。
弱
者
に
対
す
る
社
会
の
あ
り
方
を
批
判
し
つ
づ
け
た
未
明

ら
し
い
結
果
と
言
え
る
。
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さ
ら
に
、
こ
れ
は
相
馬
御
風
の
分
析
「
文
明
に
対
す
る
絶
望
的
な
気
分
を
表
白

す
る
に
努
め
た
此
の
所
謂
第
二
期
は
、
現
代
の
芸
術
家
と
し
て
の
未
明
君
の
為
め

に
、
最
も
意
味
深
い
期
間
で
は
な
か
つ
た
か
と
思
ふ
」
に
も
合
致
す
る
。

結
び

小
川
未
明
は
新
ロ
マ
ン
派
と
評
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
性
質
は
特
殊
で

彼
独
特
の
作
風
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
文
学
に
関
す
る
原
動
力
は
、
初
め
北

国
人
の
南
国
に
憧
れ
な
が
ら
単
調
な
生
活
を
す
る
様
子
を
描
く
も
の
が
多
か
っ
た

が
、
早
稲
田
大
学
に
い
た
頃
か
ら
社
会
風
刺
的
な
主
張
を
文
学
に
込
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
人
の
子
供
を
相
次
い
で
病
気
で
亡
く
し
て
か
ら
、
さ
ら
に

社
会
主
義
的
な
風
潮
は
強
ま
り
、
同
時
に
児
童
文
学
の
執
筆
が
多
く
な
っ
て
い
っ

た
。「

赤
い
ろ
う
そ
く
と
人
魚
」
は
そ
の
構
造
が
す
べ
て
娘
人
魚
の
不
幸
に
集
約
さ

れ
、
娘
人
魚
は
果
て
し
も
な
い
孤
独
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
。
先
行
研
究
で
は
星

野
絢
子
氏
が
老
夫
婦
の
娘
人
魚
に
対
す
る
変
心
に
関
し
て
「
罰
が
当
た
る
」
と
い

う
科
白
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
神
様
の
存
在
が
娘
人
魚
を

育
て
る
動
機
で
あ
る
と
し
た
。
母
人
魚
に
つ
い
て
は
大
久
保
み
ど
り
氏
が
「
愛
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
も
と
に
陸
に
産
み
落
と
し
た
母
人
魚
の
動
機
を
述
べ
た
。

木
村
小
夜
氏
は
町
の
滅
亡
に
つ
い
て
経
済
的
な
観
点
か
ら
必
然
性
を
見
出
し
た
。

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
見
て
み
る
と
母
人
魚
、
老
夫
婦
、
村
人
、
神
様
の
娘
人
魚

以
外
の
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
弱
者
で
あ
る
娘
人
魚
の
不
幸
を
作
り
出
し
て
い
た

こ
と
に
加
え
、
皆
が
そ
の
報
い
と
言
う
べ
き
不
幸
に
見
舞
わ
れ
る
。
こ
の
構
造
の

中
に
未
明
の
表
現
方
法
で
あ
る
象
徴
的
な
描
か
れ
方
を
「
月
」
を
取
り
上
げ
て
、

そ
れ
が
母
人
魚
の
出
現
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

さ
ら
に
、
未
明
文
学
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
評
価
を
参
考
に
、「
赤
い
ろ
う
そ

く
と
人
魚
」
に
込
め
ら
れ
た
未
明
の
思
想
を
感
想
集
を
中
心
に
し
て
分
析
し
た
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
一
層
町
の
滅
亡
が
現
実
味
を
持
っ
て
現
れ
て
く
る
こ
と
が
解

っ
た
。

こ
の
物
語
は
、
す
べ
て
の
登
場
人
物
と
事
象
が
、
娘
人
魚
の
不
幸
に
関
わ
っ
て

お
り
、
娘
人
魚
の
不
幸
が
物
語
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
。
物
語
を
未
明
の
作
風

や
考
え
方
に
基
づ
い
て
読
ん
で
み
る
と
、
未
明
の
社
会
に
対
す
る
危
惧
、
弱
い
者

に
優
し
く
な
い
社
会
の
在
り
方
に
対
す
る
憤
り
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と

が
解
っ
た
。
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