
中
谷
孝
雄
「
春
の
絵
巻
」
再
論

文
芸
雑
誌
「
行
動
」
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
っ
て

渡

邊

浩

史

一
、
は
じ
め
に

二
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
／
衰
退

「
文
芸
復
興
」
と

「
行
動
」
創
刊

三
、「
春
の
絵
巻
」
と
「
不
安
の
文
学
」

四
、

完
全
な
生

と

限
界
情
況

五
、
お
わ
り
に

こ
の
小
説
の
先
行
研
究
の
多
く
は
、
良
く
も
悪
く
も
作
家
論

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
法
で
し
か
作
品
の
内
実
に
迫
っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
文
壇
は
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
衰
退
に
伴
う
「
文
芸
復
興
」
や
新
し
い
文
芸
思
潮

を
模
索
す
る
興
味
深
い
時
期
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説

が
発
表
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
は
、
ま
さ
に
そ
ん
な
「
文

芸
復
興
」
や
新
し
い
文
芸
思
潮
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
躍
起
に

な
っ
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
点
を
考
慮

し
、
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
や
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
言
説
を
渉
猟

し
、「
春
の
絵
巻
」
の
新
た
な
相
貌
を
顕
わ
す
こ
と
を
目
指
し

た
。
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一
、
は
じ
め
に

中
谷
孝
雄
「
春
の
絵
巻
」
は
、
一
九
三
四
年
四
月
に
文
芸
雑
誌

「
行
動
」
に
発
表
さ
れ
、
三
七
年
七
月
、
赤
塚
書
房
か
ら
同
名
の
創

作
集
に
収
録
さ
れ
た
。「
春
の
絵
巻
」
は
川
端
康
成
が
「
不
抜
の
境

地
に
達
し
た１

）
」
作
品
で
あ
る
と
激
賞
し
た
「
春
」（「
麒
麟
」
一
九
三

三
・
五
）
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
小
説
で
あ
り
、「
春
」
と
同
様
、
学

生
の
心
理
状
態
を
描
き
出
す
こ
と
を
主
題
と
し
た
中
谷
文
学
の
佳
作

の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
川
端
の
高
い
評
価
も
手
伝
っ
て
、
新
進
作

家
と
し
て
の
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
っ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
そ
ん

な
「
春
の
絵
巻
」
を
最
も
高
く
評
価
し
た
の
は
、
中
谷
が
小
説
家
と

し
て
師
と
仰
ぐ
程
に
心
酔
し
て
い
た
佐
藤
春
夫
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は

「
日
本
浪
曼
派
」（
一
九
三
八
・
一
）
に
「
春
の
絵
巻
の
評
」
を
発
表

し
、
こ
の
小
説
に
見
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。

出
版
紀
念
会
で
誰
や
ら
が
中
谷
の
作
中
の
女
性
が
い
い
と
い
ふ

説
を
述
べ
た
が
春
の
絵
巻
の
女
性
な
ど
を
見
る
と
な
る
ほ
ど
と

思
つ
た
。
青
年
を
描
い
て
成
功
し
て
ゐ
る
事
は
恐
ら
く
作
者
が

十
分
自
覚
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
と
思
ふ
が
、
そ
の
青
年
を
通
し
て

大
正
末
か
ら
昭
和
の
初
年
に
か
け
た
時
代
、
自
由
主
義
、
個
人

主
義
の
全
盛
期
か
ら
、
左
翼
の
運
動
が
起
る
こ
ろ
の
時
代
が
非

常
に
よ
く
描
け
て
ゐ
る
点
を
作
者
は
自
覚
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う

か
。
恐
ら
く
忠
実
に
作
者
の
青
年
時
代
を
描
い
て
ゐ
る
う
ち
に

そ
の
生
き
た
時
代
ま
で
よ
く
写
し
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
尊

重
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

佐
藤
は
小
説
世
界
に
活
動
す
る
「
青
年
」
の
動
向
を
注
視
し
て
い

く
な
か
で
「
大
正
末
か
ら
昭
和
の
初
年
に
か
け
た
時
代
、
自
由
主
義
、

個
人
主
義
の
全
盛
期
か
ら
、
左
翼
の
運
動
が
起
る
こ
ろ
の
時
代
」
を

見
出
し
、
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
春
の
絵
巻
」
の

研
究
史
は
こ
の
後
に
続
く
佐
藤
の
「
忠
実
に
作﹅
者﹅
の﹅
青
年
時
代
を
描

い
て
ゐ
る
」
と
い
う
言
に
注
目
し
、
実
体
的
な
作
家
と
の
距
離
感
を

考
察
す
る
研
究
に
興
味
・
関
心
を
向
け
て
い
く
（
傍
点
論
者
）
。
そ
こ

か
ら
導
出
さ
れ
た
の
は
、
主
人
公
の
「
青
年
」
と
「
大
正
末
」
に
京

都
の
旧
制
三
高
の
学
生
で
あ
っ
た
中
谷
を
二
重
写
し
に
す
る
「
中
谷

孝
雄
の
青
春
の
物
語２

）
」
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

「
春
の
絵
巻
」
は
良
く
も
悪
く
も
作
家
論
の
ア
プ
ロ
ー
チ
法
で
し
か

迫
れ
て
い
な
い
小
説
な
の
で
あ
る
。

以
前
拙
稿
に
て
「
春
の
絵
巻
」
を
論
じ
た
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な

作
家
論
的
関
心
か
ら
の
脱
却
を
試
み
る
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
小
説

の
舞
台
と
な
っ
た
昭
和
初
年
代
の
「
京
都
」
の
都
市
（「
嵐
山
」「
四

條
」「
岡
崎
」
等
）
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
た

京
都

の
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
察
し
た３

）
。
こ
の
分
析
に
よ
っ
て

確
保
で
き
た
視
座
は
、
テ
ク
ス
ト
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た

観

光

・

自
殺

・

恋
愛

の
物
語
で
あ
り
、
拙
稿
で
は
こ
の
視
座
か

ら
見
直
し
を
迫
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

生エロス

／

死
タナトス

の
議
論
に
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突
き
動
か
さ
れ
る
当
時
の
青
年
心
理
の
一
端
に
つ
い
て
追
求
し
て
い

く
。
そ
こ
に
は
、
観
光
地
で
の
自
殺
を
求
め
て
い
く

青
年

独
特

の
心
理
的
問
題
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
小
説
に
織
り
込
ま
れ
る

青
年
心
理

の
問
題
を
さ

ら
に
追
求
し
て
い
く
と
、
昭
和
初
年
代
の
都
市
文
脈
と
は
別
に
、
一

九
三
〇
年
代
当
時
の
文
学
状
況
と
い
う
文
脈
を
喚
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
再
度
、
同
時
代
の
文
脈
に
置
き
直
す
作
業

に
よ
り
小
説
の
新
た
な
相
貌
を
顕
し
て
い
く
。
今
回
は
「
春
の
絵

巻
」
が
発
表
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
や
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
言

説
を
渉
猟
し
、「
春
の
絵
巻
」
に
表
象
さ
れ
る

青
年
心
理

の
問

題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
し
て
、
改
め
て
「
春
の
絵
巻
」
が
ど

の
よ
う
な
目
的
で
生
成
さ
れ
た
小
説
な
の
か
を
論
じ
て
い
く
。

二
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
／
衰
退

「
文
芸
復

興
」
と
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
創
刊

本
節
で
は
「
春
の
絵
巻
」
と
発
表
誌
と
の
関
係
性
を
見
て
い
く
前

に
、
ま
ず
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
も
と
で
成
立

し
た
雑
誌
な
の
か
を
考
察
し
て
お
く
。

実
は
、
一
九
三
三
年
一
〇
月
に
創
刊
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
「
行
動
」

に
は
今
日
語
ら
れ
る
よ
う
な
「
行
動
主
義
文
学
」
の
機
関
誌
と
し
て

の
役
割
は
ま
だ
な
く
、
そ
こ
に
表
象
さ
れ
て
い
た
の
は
当
時
の
文
壇

に
流
れ
て
い
た
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
、
純
文
学
を
復
興
さ
せ
よ
う

と
す
る
文
学
的
思
潮
の
役
割
で
あ
っ
た４

）
。
こ
の
「
文
芸
復
興
」
と
い

う
言
葉
の
流
通
は
、「
行
動
」
が
創
刊
す
る
以
前
か
ら
他
の
雑
誌
な

ど
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る５

）
。

ま
た
、「
行
動
」
創
刊
号
の
「
編
集
後
記
」
で
豊
田
三
郎
が
「
文
学

全
般
に
わ
た
つ
て
総
合
的
に
新
時
代
の
進
出
機
関
で
あ
り
た
い
こ
と
、

ま
た
今
ま
で
他
の
分
野
に
奪
ひ
去
ら
れ
て
ゐ
た
大
衆
を
ま
た
文
学
の

手
に
取
り
返
す
意
図
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ

に
は
別
分
野
に
「
奪
ひ
去
ら
れ
て
ゐ
た
大
衆
」
を
純
文
学
の
世
界
に

取
り
戻
す
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
表
現
さ
れ

て
い
る
「
他
の
分
野
」
と
は
、
政
治
活
動
を
文
学
の
上
位
に
置
く
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
こ
と
を
指
し
て
い
る６

）
。「
行
動
」
は
、
あ
か
ら

さ
ま
に
文
学
に
政
治
主
義
的
傾
向
を
持
ち
込
も
う
と
す
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
支
配
か
ら
文
学
を
奪
還
し
、
純
文
学
の
世
界
を
復
活
さ

せ
る
た
め
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
だ
と
、
一
応
定
義
付
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。

も
う
少
し
具
体
的
に
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
何
故
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
が
市
民
権
を
獲
得
・
発
展
し
て
い
っ
た
の
か
。
谷
川
徹
三
は
そ

の
理
由
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
社
会
的
文
脈
や
文
壇
の
概
況
を
視
野

に
入
れ
て
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

最
近
の
日
本
文
学
に
於
け
る
最
も
大
き
な
出
来
事
は
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
芸
の
発
生
、
発
展
で
あ
つ
た
。
こ
の
、
日
本
の
社

会
状
勢
の
現
実
か
ら
必
然
に
生
ま
れ
た
新
し
い
文
芸
は
、
在
来
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の
文
芸
と
全
く
異
つ
た
意
図
の
も
と
に
制
作
さ
れ
、
意
識
的
に
、

あ
か
ら
さ
ま
に
道
徳
的
、
政
治
的
宣
伝
煽
動
の
具
と
せ
ら
れ
た
。

そ
の
文
学
論
を
契
機
と
し
て
文
芸
の
社
会
的
機
能
、
文
芸
の
本

質
、
批
評
の
意
義
と
い
ふ
や
う
な
根
本
的
問
題
に
対
す
る
活
発

な
再
論
議
が
行
は
れ
た
こ
と
も
十
分
大
き
な
意
味
を
も
つ
た
も

の
で
あ
る
が
、
更
に
、
こ
れ
に
よ
つ
て
旧
来
の
作
家
に
自
然
淘

汰
が
行
は
れ
、
そ
の
大
部
分
が
文
壇
の
表
面
か
ら
姿
を
消
し
た

の
は
恐
ら
く
一
層
重
大
な
こ
と
で
あ
つ
た
。
日
本
の
文
芸
界
が

力
強
い
伝
統
を
も
た
ず
、
雑
誌
中
心
で
あ
り
、
従
つ
て
す
ぐ
新

奇
な
も
の
に
飛
び
つ
く
浮
気
な
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
の
新
し

い
文
芸
の
素
材
的
魅
力
を
利
用
し
た
こ
と
も
、
こ
の
大
勢
を
つ

く
る
に
与
つ
て
力
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ

こ
に
は
事
実
そ
の
や
う
な
大
勢
を
つ
く
る
だ
け
の
現
実
的
社
会

的
地
盤
が
あ
つ
た７

）
（
傍
線
論
者
、
以
下
同
様
）
。

谷
川
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
発
展
す
る
理
由
と
し
て
、「
雑
誌
中

心
」
で
「
力
強
い
伝
統
を
も
た
」
な
い
「
日
本
の
文
学
界
」
の
「
浮

気
な
ヂ
ヤ
ア
ナ
リ
ズ
ム
」
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う

な
「
日
本
の
文
学
界
」
に
と
っ
て
、
当
時
の
社
会
的
事
象
を
取
り
入

れ
、
そ
れ
を
「
道
徳
的
・
政
治
的
宣
伝
煽
動
の
具
」
と
す
る
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
は
、
ま
さ
に
「
新
奇
な
も
の
」
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
は
、
や
が
て
そ

の
偏
向
的
と
も
言
え
る

文
学
性

か
ら
大
き
く
衰
退
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。
谷
川
論
の
続
き
を
見
て
い
こ
う
。

し
か
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
は
謂
は
ば
政
治
に
余
り
に
多
く

を
与
へ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
社
会
的
事
象
の
性
急
浅
薄
な
公
式

的
把
捉
に
よ
つ
て
、
そ
の
簡
単
な
善
玉
悪
玉
主
義

労
働
者

を
常
に
善
人
と
し
、
英
雄
と
し
資
本
家
地
主
を
常
に
悪
人
と
し

笑
ふ
べ
き
存
在
と
す
る
や
う
な
さ
う
い
ふ
お
粗
末
な
人
間
観
に

よ
つ
て
、
も
う
少
し
別
な
言
葉
で
い
へ
ば
、
概
念
の
過
剰
、
同

一
テ
ー
マ
の
繰
り
返
し
、
作
品
の
一
様
化
、
固
定
化
に
よ
つ
て
、

そ
れ
自
身
を
ゆ
き
づ
ま
ら
せ
る
と
共
に
、
一
般
読
者
に
対
す
る

魅
力
を
も
減
じ
て
い
つ
た
。
そ
の
読
者
と
い
ふ
の
は
主
と
し
て

都
市
の
浮
動
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
アママ
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
浮
動

的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
読
者
を
失
ひ
つ
つ
も
労
働
者
大
衆
の

中
に
一
層
確
実
な
読
者
を
獲
得
し
て
ゆ
か
う
と
す
る
の
が
彼
等

の
望
み
で
あ
る
ら
し
く
、
ま
た
彼
等
は
そ
の
方
向
に
於
い
て
着

着
実
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
、

全
体
と
し
て
、
こ
の
一
派
の
文
芸
が
こ
の
二
三
年
来
発
展
性
を

示
し
て
ゐ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
彼
等
は
ソ
ヴ
エ
ト
・
ロ
シ

ア
に
於
け
る
諸
テ
ー
ゼ

文
芸
の
創
作
の
方
法
の
ま
た
批
評

の
方
法
の
諸
テ
ー
ゼ
を
忠
実
に
受
け
入
れ
、
ま
た
そ
こ
に
於
け

る
創
作
的
批
評
的
業
績
を
忠
実
に
翻
訳
し
て
き
て
ゐ
る
が
、
こ

の
国
に
於
け
る
社
会
状
勢
の
現
実
に
対
し
て
十
分
芸
術
家
の
眼

を
向
け
ず
、
ま
た
文
芸
が
一
つ
の
技
術
と
し
て
、
そ
の
技
術
を
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手
に
入
れ
な
い
も
の
に
は
常
に
至
る
と
こ
ろ
で
復
讐
す
る
と
い

ふ
事
実
を
、
十
分
会
得
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
見
え
る
。
こ
の
派

の
優
秀
な
闘
志
達
が
、
創
作
家
の
方
面
で
も
批
評
家
の
方
面
で

も
、
政
治
的
実
際
的
運
動
に
関
係
し
た
と
い
ふ
理
由
で
、
そ
の

自
由
を
奪
は
れ
て
ゐ
る
の
も
大
き
な
痛
手
で
あ
る
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
世
界
を
「
善
玉
悪
玉
主
義
」
の
二
項
対

立
的
な
単
純
な
図
式
で
把
握
し
、「
概
念
の
過
剰
、
同
一
テ
ー
マ
の

繰
り
返
し
、
作
品
の
一
様
化
、
固
定
化
」
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
こ

と
に
よ
り
「
一
般
読
者
」＝

「
都
市
の
浮
動
的
イ
ン
テ
イ
リ
ゲ
ン
チ

ア
」
の
支
持
を
失
っ
て
い
く
。
そ
れ
で
も
「
労
働
者
大
衆
の
中
に
一

層
確
実
な
読
者
を
獲
得
」
す
る
こ
と
の
方
を
優
先
し
た
結
果
、
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
は
芸
術
的
発
展
に
関
す
る
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
始
め

た
の
だ
。

こ
こ
か
ら
「
一
群
の
モ
ダ
ア
ニ
ス
ト
達
」
の
「
反
抗
」
が
巻
き
起

こ
る
。
特
に
「
新
興
芸
術
派
」
の
グ
ル
ー
プ
は
、
政
治
や
道
徳
観
を

上
位
に
位
置
づ
け
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
」
の

文
学

を
徹
底

的
に
否
定
し
、「
彼
等
の
芸
術
」
に
つ
い
て
は
「
表
現
の
手
法
の
上

か
ら
」「
け
な
し
」
て
い
く
。
そ
し
て
「
新
し
い
手
法
に
よ
つ
て
、

新
し
い
社
会
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
思
考
し
た
「
モ
ダ
ア
ニ

ス
ト
達
」
は
、「
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
せ
ら
れ
た
風
俗
の
種
種
相

若
い
男
女
の
新
し
い
享
楽
生
活
、
新
し
い
生
活
感
情
」
を
描
い
て
い

く
の
だ８

）
。
し
か
し
「
モ
ダ
ア
ニ
ス
ト
達
」
は
「
そ
の
風
俗
を
、
身
振

り
を
、
表
情
を
、
衣
装
を
描
い
た
だ
け
」
に
留
ま
り
、
そ
れ
以
上
の

も
の
を
「
つ
き
込
ん
で
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た９

）
」
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
内
容
よ
り
も
形
式
に
重
き
を
置
く
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の

特
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う

な
「
表
面
的
に
描
く
一
派
」
か
ら
「
新
し
い
心
理
を
描
く
方
向
へ
」

突
き
進
む
「
一
派
」
が
誕
生
す
る10

）
。
こ
の
「
一
派
」
は
前
述
の
「
モ

ダ
ア
ニ
ス
ト
達
」
と
同
様
に
「
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
新
作
家
か

ら
直
接
間
接
に
影
響
を
受
け
て
ゐ
」
た
が
、
形
式
主
義
に
傾
斜
す
る

「
モ
ダ
ア
ニ
ス
ト
達
」
が
「
い
つ
ま
で
も
そ
れ
ら
の
影
響
の
下
に

「
文
学
的
実
験
」
を
試
み
て
ゐ
る
間
に
」
こ
の
一
派
は
「
そ
の
様
式

や
精
神
に
於
い
て
漸
次
伝
統
的
日
本
的
な
る
も
の
を
示
す
や
う
に
な

つ
た
」
の
だ11

）
。
谷
川
は
、
評
論
の
最
後
を
次
の
よ
う
な
言
で
締
め
く

く
っ
て
い
る
。

た
だ
問
題
を
文
芸
界
に
限
つ
て
極
め
て
大
雑
把
に
言
ふ
と
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
芸
運
動
の
抬
頭
以
後
、
そ
の
文
芸
運
動
に
反
対

し
て
起
つ
た
文
芸
家
達
が
政
治
運
動
や
文
化
運
動
に
全
く
無
関

心
で
あ
つ
た
り
、
純
粋
に
芸
術
の
世
界
に
立
籠
つ
た
り
で
き
る

の
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り
古
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の

抬
頭
以
前
に
文
学
的
教
養
を
う
け
た
も
の
た
ち
は
、
そ
の
自
由

主
義
的
人
道
主
義
的
教
養
に
よ
つ
て
、
こ
の
や
う
な
時
代
に
於

い
て
は
、
却
つ
て
動
揺
を
示
し
て
ゐ
る
。
彼
等
は
芸
術
の
世
界

に
安
易
に
と
じ
こ
も
つマ
たマ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
や
う
な
人
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達
に
よ
つ
て
、
こ
の
自
由
主
義
的
団
体
は
組
織
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
は
、
極
端
な
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
／
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
主
義
主
張
に
傾
斜
し
が
ち
な
「
文
芸
界
」
の
な

か
か
ら
、
新
し
い
文
学
の
枠
組
み
を
目
指
す
集
団
の
雑
誌
と
し
て
創

刊
さ
れ
た
の
だ
。
政
治
活
動
を
「
文
学
」
の
上
位
に
位
置
づ
け
る
団

体
や
、「
純
粋
に
芸
術
の
世
界
に
立
籠
つ
た
り
で
き
る
」
団
体
と
は

別
の
「
自
由
主
義
的
団
体
」
と
し
て
。

三
、「
春
の
絵
巻
」
と
「
不
安
の
文
学
」

で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
由
主
義
的
団
体
」
と
し
て
新
た
に
文
芸

活
動
を
開
始
し
た
「
行
動
」
の
特
徴
的
な

文
学
性

と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の

文
学
性

と
「
春
の
絵

巻
」
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、「
春
の
絵
巻
」
の
冒
頭
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

新
し
い
学
年
が
始
ま
つ
て
最
初
の
日
曜
日
の
こ
と
だ
つ
た
。

石
田
は
昼
す
ぎ
か
ら
室
町
の
下
宿
を
出
て
嵐
山
へ
花
見
に
出
か

け
た
。
花
を
見
た
い
と
い
ふ
気
持
は
そ
れ
程
で
も
な
か
つ
た
が
、

休
暇
中
を
故
郷
の
田
舎
に
帰
省
し
て
ゐ
て
、
や
り
場
の
な
い
鬱うつ

を
そ
の
体
に
感
じ
て
ゐ
た
彼
は
、
群
集
の
出
盛
る
賑
か
な
場
所

が
怪
し
く
懐
し
か
つ
た
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
「
や
り
場
の
な
い
鬱
を
そ
の
体
に
感
じ
」

「
群
集
の
出
盛
る
賑
か
な
場
所
が
怪
し
く
懐
し
」
い
と
思
う
主
人
公

の
設
定
は
、「
春
の
絵
巻
」
読
解
の
重
要
な
コ
ー
ド
と
な
っ
て
、
こ

の
後
の
同
じ
ク
ラ
ス
で
「
幾
分
鬱
ぎ
勝
ち
な
と
こ
ろ
の
あ
る
、
無
口

で
孤
独
な
男
」
岡
村
の
自
殺
を
巡
る
問
題
や
、
偶
然
出
逢
っ
た
「
洗

髪
を
無
造
作
に
束
ね
た
」
民
子
と
い
う
女
性
に
対
す
る
恋
愛
と
い
う
、

所
謂

青
春
物
語

と
し
て
の
読
み
を
導
い
て
い
く
。
同
じ
ク
ラ
ス

に
い
た
友
の

死

と
偶
然
出
逢
っ
た
女
性
へ
の

恋
愛

に
悩
む

青
年

と
い
う
、
あ
る
種
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
な

青
春
物
語

が

展
開
さ
れ
る
「
春
の
絵
巻
」
の
主
題
が
、
若
い
青
年
が
抱
え
る
悩
み

や
憧
憬
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
う
し
た
小
説
の
主
題
は
ま
た
作
家
・
中
谷
孝
雄
の
伝
記
と
二
重

写
し
で
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
確
か
に
、

第
三
高
等
学
校
で
京
都
の
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
中
谷
の
心
情
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
以
前
拙
稿
で

も
触
れ
た
よ
う
に
「
春
の
絵
巻
」
の
主
題
は
、
同
時
代
の
文
脈
と
大

き
く
関
係
し
て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
特
に
、
こ
の
小
説
は
「
文

芸
復
興
」
を
叫
び
、
新
し
い
文
学
の
枠
組
み
を
模
索
し
て
い
た
雑
誌

に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
芸
雑
誌
で
あ
る
「
行
動
」
の

文
学
性

か
ら
「
春
の
絵
巻
」
の
主
題
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
は
、

作
家
論
が
問
題
と
す
る
射
程
で
は
見
え
て
こ
な
い
地
平
を
探
り
当
て

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
節
で
は
「
行
動
」
の
言
説
を
渉
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猟
し
な
が
ら
、
小
説
の
主
題
を
作
中
で
自
殺
す
る
岡
村
が
抱
え
る

不
安

に
着
目
す
る
こ
と
で
分
析
し
て
い
き
た
い
。

岡
村
は
「
春
の
絵
巻
」
に
お
い
て
、
あ
る
種
面
妖
で
神
秘
的
な
男

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
石
田
と
保
科
と
丹
羽
の

三
人
の
学
生
が
春
の
嵐
山
の
風
景
や
、
そ
こ
に
集
う
「
人
々
の
批
評

な
ど
を
し
な
が
ら
」
歩
い
て
い
る
時
に
出
会
う
次
の
よ
う
な
描
写
か

ら
も
明
ら
か
だ
。

彼
等
が
そ
の
間
を
縫
つ
て
崖
の
近
く
ま
で
や
つ
て
ゆ
く
と
、
其

処
に
は
思
ひ
が
け
ず
や
は
り
同
じ
ク
ラ
ス
の
岡
村
が
立
つ
て
ゐ

た
。
彼
は
花
を
見
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
ら
し
く
、
ぼ
ん
や
り
と

崖
の
端
に
立
つ
て
下
の
淵
を
見
降
ろ
し
て
ゐ
た
。
一
艘
の
花
見

船
が
そ
の
下
に
は
浮
い
て
ゐ
た
が
、
彼
の
注
意
は
そ
の
方
に
も

向
い
て
は
ゐ
な
い
の
か
、
舟
の
動
き
を
追
つ
て
ゐ
る
様
子
も
な

か
つ
た
。
制
服
制
帽
の
彼
の
姿
は
、
銅
像
の
や
う
に
思
案
に
ふ

け
つ
て
ゐ
た
。

「
お
い

何
を
哲
学
し
て
ゐ
る
ん
だ
」

つ
か
〳
〵
と
丹
羽
が
走
り
よ
つ
て
、
そ
の
肩
を
軽
く
叩
く
と
、

岡
村
は
ひ
ど
く
驚
い
た
様
子
で
振
返
つ
た
。
そ
し
て
、
な
ほ
暫

く
は
三
人
の
友
人
の
姿
を
不
思
議
さ
う
に
き
よ
ろ
〳
〵
見
ま
わ

し
て
ゐ
た
が
、
突
然
突
拍
子
も
な
い
声
を
あ
げ
て
笑
ひ
だ
し
た
。

岡
村
が
登
場
す
る
最
初
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
四
人
は
岡
村
を

中
心
に
様
々
な
議
論
を
交
わ
す
こ
と
に
な
る
が
、
留
意
し
た
い
の
は

岡
村
が
抱
え
る

不
安

で
あ
る
。
岡
村
は
常
に

不
安

と
格
闘

し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
は
、
楽
し
げ
に
議
論
を
交
わ
す
仲
間
同
士

の
間
に
も
、
突
如
と
し
て
現
出
す
る
。

「
こ
の
手
を
見
て
呉
れ
よ

」

彼
（
引
用
者
注
｜
岡
村
を
指
す
）
は
不
意
に
両
手
を
拡
げ
て
、

三
人
の
前
に
突
出
し
た
。

「
随
分
小
さ
い
掌
ぢ
や
な
い
か

僕
は
何
時
も
こ
の
掌
に
な

や
ま
さ
れ
て
ゐ
る
ん
だ
、
こ
い
つ
を
見
て
ゐ
る
と
、
何
ん
だ
か

自
分
が
化
物
み
た
い
に
思
は
れ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
‥

‥
」彼

は
如
何
に
も
腹
立
た
し
さ
う
に
そ
の
手
を
ふ
つ
た
。
そ
し

て
、
小
さ
い
掌
は
精
神
的
に
も
そ
の
人
物
の
把
握
力
の
小
さ
い

こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
な
ど
ゝ
い
つ
て
、
し
き
り
に
そ
の
掌

を
呪
つ
た
。

最
初
、
岡
村
は
石
田
、
保
科
、
丹
羽
を
前
に
し
て
嵐
山
の
自
然
の

美
し
さ
を
語
っ
た
り
、
過
去
に
女
を
買
っ
た
話
な
ど
を
冗
談
め
か
し

て
喋
り
続
け
て
い
る
。
だ
が
、「
次
第
に
そ
の
顔
に
は
苦
渋
の
色
が

現
は
れ
て
」
き
て
、
突
然
話
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
。
そ
の
直
後
に
、

引
用
文
の
よ
う
な
発
言
を
行
う
の
だ
。
勿
論
、
急
に
こ
の
よ
う
な
話

を
ふ
ら
れ
た
三
人
は
躊
躇
し
て
し
ま
う
。
咄
嗟
に
丹
羽
が
「
一
つ
掌

の
哲
学
と
い
ふ
本
で
も
書
い
た
ら
ど
う
だ
」
と
い
う
冗
談
を
言
い
放

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
に
は
和
や
か
な
空
気
が
流
れ
、
こ
の
話
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は
曖
昧
な
ま
ま
で
終
了
す
る
。
だ
が
、
こ
の
後
三
人
と
別
れ
た
岡
村

は
自
殺
し
て
し
ま
う
。「
死
体
の
始
末
を
依
頼
す
る
簡
単
な
文
句
」

だ
け
を
残
し
て

。

拙
稿
で
は
こ
の
自
殺
の
問
題
に
つ
い
て
、

観
光

と
い
う
観
点

か
ら
考
察
し
、
観
光
地
と
い
う
環
境
が
自
殺
に
大
き
く
影
響
す
る
と

い
う
こ
と
や
、
そ
の
影
響
が
青
年
層
独
特
の
心
理
学
的
な
問
題
と
関

係
す
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
今
回
は
「
行
動
」
で

重
視
さ
れ
た
文
学
言
説
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

創
刊
号
で
志
向
す
る

文
学

を
掲
げ
た
「
行
動
」
は
、
第
二
号

以
降
か
ら
は
よ
り
具
体
的
な

文
学
性

を
追
求
し
て
い
く
。
特
に

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
の
当
時
に
流
行
し
た
「
不
安
の
文

学
」
と
い
う
文
学
現
象
で
あ
る
。
こ
の
現
象
は
新
た
な
倫
理
観
の
確

立
を
目
指
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
阿
部
六
郎
、
河
上
徹
太
郎
訳

『
悲
劇
の
哲
学
』（
芝
書
店
、
一
九
三
四
年
一
月
）
が
出
版
さ
れ
る

こ
と
で
、「
シ
エ
ス
ト
フ
的
不
安
」
流
行
の
因
を
な
し
た
こ
と
に
よ

り
、
文
芸
界
に
「
不
安
」
の
問
題
を
深
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。
勿
論
、「
行
動
」
も
文
芸
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
現
象
と

し
て
こ
の
「
不
安
の
文
学
」
に
早
く
か
ら
着
目
す
る
。
そ
し
て
、

様
々
な
文
学
者
や
批
評
家
た
ち
に
よ
っ
て
議
論
す
べ
き
題
材
と
し
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ12

）
。

本
節
で
は
、
青
野
季
吉
が
「
行
動
」
第
一
巻
第
三
号
の
特
集
記
事

「
１
９
３
３
の
文
芸
…
…
は
我
等
に
何
を
与
へ
た
か

」
に
発
表
し

た
評
論
で
あ
る
「
本
年
文
壇
の
総
括
的
観
察
」
を
取
り
上
げ
た
い
。

青
野
は
こ
の
評
論
の
な
か
で
、
所
謂
「
不
安
の
文
学
」
に
つ
い
て

「
三
三
年
の
社
会
不
安
を
文
芸
思
潮
の
上
で
、
も
つ
と
も
切
実
に
反

映
し
た
も
の
は
、『
不
安
の
文
学
』
の
主
張
で
あ
ら
う
」
と
指
摘
し
、

注
目
す
べ
き
問
題
と
し
て
考
察
を
深
め
て
い
く
。
こ
の
評
論
の
な
か

で
青
野
は
、
三
木
清
の
「
不
安
の
思
想
と
其
の
超
克13

）
」
と
い
う
論
考

の
内
容
に
つ
い
て
非
常
に
高
い
評
価
を
示
し
た
。
こ
の
論
考
を
丹
念

に
読
み
込
ん
だ
青
野
は
、
三
木
が
分
析
し
た
「
不
安
の
文
学
」
を
次

の
よ
う
に
解
説
す
る
。

尤
も
三
木
氏
ら
の
提
説
し
て
ゐ
た
不
安
の
文
学
は
、
直
接
が

不
安
を
不
安
と
し
て
告
白
し
、
表
現
し
、
解
剖
す
る
文
学
で
は

な
い
。
云
は
ば
不
安
の
意
識
に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
る
文
学
で

あ
る
。
こ
の
意
味
の
不
安
の
文
学
は
十
分
に
可
能
で
あ
り
、
既

に
そ
の
実
践
に
着
歩
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

青
野
は
三
木
が
「
提
説
し
て
ゐ
た
不
安
の
文
学
」
を
「
不
安
の
意
識

に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
る
文
学
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
で
は
、
そ

れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
か
ら
そ
の

点
に
つ
い
て
、
実
際
に
三
木
清
「
不
安
の
思
想
と
其
の
超
克
」
を
読

解
し
て
い
く
こ
と
で
考
え
て
み
た
い
。

三
木
清
「
不
安
の
思
想
と
其
の
超
克
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
端
を

発
し
た
「
不
安
の
文
学
、
不
安
の
神
学
、
不
安
の
哲
学
」
等
の
「
不
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安
の
思
想
」
が
ど
の
よ
う
に
日
本
で
受
容
／
活
用
さ
れ
た
か
を
多
面

的
に
考
察
し
た
優
れ
た
論
考
で
あ
る
。
三
木
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

「
不
安
の
思
想
」
の
一
群
が
日
本
に
受
容
さ
れ
た
当
初
、「
こ
の
国

の
社
会
的
な
、
そ
し
て
特
に
文
化
的
な
条
件
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
の

も
の
も
一
般
に
は
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
、
唯
「
新
し
い
も
の
」、
新

し
い
文
学
、
新
し
い
神
学
、
新
し
い
哲
学
と
し
て
受
取
ら
れ
、
新
し

い
も
の
に
対
す
る
日
本
人
の
い
つ
も
の
愛
好
癖
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
」

だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
満
州
事
変
」
と

い
う
政
治
的
事
象
が
生
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
唯
「
新
し

い
も
の
」」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
思
想
が
、
日
本
の
「
一
般
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ヤ
」
の
間
で
次
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
を
重
視
す
る
。

然
る
に
日
本
に
お
い
て
も
丁
度
昨
年
あ
た
り
か
ら
一
般
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
精
神
的
状
況
に
か
な
り
著
し
い
変
化
が
現
は

れ
て
来
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
ひ
と
は
そ
れ
を
一
の
外
的
事

件
に
従
つ
て
特
徴
付
け
て
満
州
事
変
の
影
響
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
影
響
に
よ
つ
て
一
般
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
間
に

醸
し
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
精
神
的
雰
囲
気
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
不

安
」
で
あ
る
。
こ
の
不
安
は
今
後
、
多
分
次
第
に
深
さ
を
増
し
、

陰
影
を
濃
く
し
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
不
安

の
文
学
、
不
安
の
哲
学
等
は
知
ら
ず
識
ら
ず
人
々
の
心
の
な
か

に
忍
び
入
り
、
や
が
て
そ
の
主
人
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
む

ろ
ん
従
来
と
て
も
決
し
て
不
安
が
在
し
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
、

け
れ
ど
も
そ
れ
は
不
安
と
し
て
十
分
に
「
内
面
的
に
」
な
り
得

な
い
事
情
に
あ
つ
た14

）
。

政
治
的
事
象
で
あ
る
「
満
州
事
変
の
影
響
」
に
よ
っ
て
「
一
般
イ
ン

テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
」
の
間
に
浸
透
し
て
い
く
「
不
安
の
」
各
思
想
。
三

木
は
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
「
知
ら
ず
識
ら
ず
人
々
の
心
の
な
か
に
忍

び
入
」
る
思
想
と
な
る
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
だ
が
、
三
木
は
こ

れ
ま
で
に
も
存
在
し
て
い
た
「
不
安
の
」
各
思
想
が
「
不
安
と
し
て

十
分
に
「
内
面
的
に
」
な
り
得
な
い
事
情
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

そ
の
「
事
情
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

と
こ
ろ
で
日
本
で
は
昨
年
あ
た
り
ま
で
は
か
や
う
な
不
安
の

思
想
の
影
響
は
局
部
的
で
あ
つ
た
。
青
年
の
心
を
圧
倒
的
に
支

配
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
つ
た
。
到
る
処
旗
幟
鮮
明
で

あ
り
、
ど
こ
で
も
威
勢
が
好
か
つ
た
。
と
に
か
く
「
如
何
に
活

動
す
べ
き
か
」
が
問
題
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
然
し
反
動
期
が
順

序
と
し
て
や
つ
て
来
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
は
イ
ン
テ
リ
ゲ

ン
チ
ヤ
の
間
で
は
殆
ど
常
識
化
す
る
ま
で
に
な
つ
た
。
け
れ
ど

も
こ
の
と
き
に
お
い
て
正
直
な
自
由
主
義
の
最
後
の
も
の
に
至

る
ま
で
沈
黙
を
強
制
さ
れ
る
日
が
来
た
の
で
あ
る
。
行
動
は
固

よ
り
、
思
想
の
自
由
も
外
部
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
て
ゐ
る
。
外

部
に
阻
ま
れ
た
る
青
年
知
識
人
の
心
は
お
の
づ
か
ら
内
部
に
引

込
ま
れ
る
で
あ
ら
う
。
拡
大
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
社
会
的
不

安
は
精
神
的
不
安
と
な
り
、
し
か
も
「
内
面
化
」
さ
れ
る
。15

）
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「
不
安
の
思
想
の
影
響
」
が
日
本
の
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
間
」

に
浸
透
し
に
く
い
状
況
、
ま
た
「
不
安
と
し
て
十
分
に
「
内
面
的

に
」
な
り
得
な
い
事
情
」
と
し
て
、
当
時
の
「
青
年
の
心
を
圧
倒
的

に
支
配
」
す
る
こ
と
に
な
る
「
マ
ル
ク
ス
主
義
」
の
存
在
が
あ
っ
た

こ
と
は
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
如
何
に
活
動
す

べ
き
か
」
と
い
う
問
題
の
み
が
支
配
的
で
あ
り
、「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ヤ
の
間
で
」
は
「
常
識
化
す
る
」「
思
想
」
と
し
て
定
着
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
「
行
動
は
固
よ
り
、
思
想
の
自
由
」
ま
で
も
が

「
外
部
」＝

「
満
州
事
変
」
に
よ
っ
て
「
抑
圧
」
さ
れ
た
な
か
で
、

「
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
」
は
勢
力
を
急
激
に
弱
体
化
さ
せ
て
い
く
。

拡
大
す
る
「
社
会
的
不
安
」
は
解
決
の
方
法
が
見
出
さ
れ
ず
、
や
が

て
「
精
神
的
不
安
」
と
し
て
「
青
年
知
識
人
の
心
」
の
な
か
に
「
内

面
化
」
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
三
木
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
思
想
的

傾
向
を
「
ク
レ
ミ
ユ
ー
の
記
録
を
も
と
」
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学

に
見
出
さ
れ
た
「
不
安
の
思
想
の
特
徴
」
と
類
似
し
た
観
点
で
把
握

す
る
。

然
る
に
理
知
的
な
も
の
、
空
間
的
な
も
の
、
剛
性
的
な
も
の

か
ら
離
れ
て
情
緒
的
な
も
の
、
時
間
的
な
も
の
、
流
動
的
な
る

も
の
へ
向
ふ
感
覚
乃
至
趣
味
は
、
客
観
的
な
も
の
か
ら
主
観
的

な
も
の
へ
の
転
向
と
同
じ
で
あ
る
。
社
会
に
信
頼
を
失
ひ
、
或

は
社
会
的
に
活
動
す
る
こ
と
を
阻
ま
れ
た
人
間
は
必
然
の
勢
に

従
つ
て
自
己
の
内
へ
、
内
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
る
。
か
く
て
内

観
も
し
く
は
内
省
が
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ー
ド
な
ど
の
道
に
従
つ

た
新
し
い
文
学
の
方
法
で
あ
つ
た
。
主
観
的
で
あ
る
と
云
つ
て

も
、
不
安
の
精
神
に
と
つ
て
は
も
は
や
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
は

可
能
で
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
新
し
い
文
学
は
そ
の
規

則
と
し
て
シ
ン
セ
リ
テ
イ
を
と
つ
た
、
そ
こ
か
ら
今
日
新
し
い

リ
ア
リ
ズ
ム
と
云
は
れ
て
ゐ
る
も
の
が
生
じ
た16

）
。

こ
の
よ
う
な
動
向
は
、
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
の
脱
却
を

試
み
た

文
学

に
共
通
的
な
も
の
だ
。
だ
が
、「
不
安
の
思
想
」

は
「
主
観
」
の
重
要
性
を
掲
げ
な
が
ら
も
「
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
」

を
求
め
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
選
択
さ
れ
た
の
が
「
シ
ン

セ
リ
テ
イ
、
即
ち
誠
実
性
、
真
実
性
、
も
し
く
は
厳
粛
性
」
と
い
う

概
念
で
あ
る
。

こ
の
「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」
を
用
い
た
「
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が

到
達
し
た
地
点
、「
不
安
の
文
学
」
が
描
こ
う
と
し
た
最
終
的
到
達

点
に
関
し
て
、
三
木
は
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
を
応

用
す
る
こ
と
で
次
の
よ
う
な
視
点
を
導
き
出
す
。

要
す
る
に
、
不
安
の
哲
学
も
不
安
の
文
学
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス

の
語
を
転
用
す
れ
ば
、「
限
界
情
況
」
に
お
か
れ
た
る
人
間
の

表
現
で
あ
る
と
云
は
れ
得
る
。
何
よ
り
も
客
観
的
社
会
か
ら
孤

立
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
人
間
は
か
く
の
如
き
主
観

的
な
限
界
情
況
に
追
ひ
や
ら
れ
る
。
世
界
は
そ
こ
で
は
そ
の
動

か
し
難
き
客
観
性
に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
注
意
す
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べ
き
こ
と
は
、
そ
の
や
う
な
哲
学
や
文
学
に
お
い
て
人
間
は

「
限
界
」
に
あ
る
も
の
に
よ
つ
て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る

と
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
や
う
に
限
界
に
あ
る
も
の
は
、

或
る
人
に
と
つ
て
は
「
死
」
で
あ
り
、
他
の
人
に
と
つ
て
は
無

意
識
の
う
ち
に
乃
至
意
識
下
に
お
い
て
は
た
ら
く
リ
ビ
ド
的
な

も
の
で
あ
る17

）
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
で
は
主
観
を
重
視
し
、「
私
の
覚
め
た
る
心
の

眼
」＝

「
意
識
」
と
「
世
界
」
の
関
係
性
を
考
察
し
て
い
く
と
こ
ろ

に
力
点
を
置
く
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
「
意
識
」
は
や
が
て
「
限
界
情

況
に
追
ひ
や
ら
れ
」
て
い
き
、
そ
の
到
達
点
と
し
て
「
死
」
に
向
か

う
人
間
や
「
リ
ビ
ド
的
な
も
の
」
に
向
か
う
人
間
と
な
っ
て
い
く
。

そ
の
よ
う
な
「「
限
界
情
況
」
に
お
か
れ
た
る
人
間
の
表
現
」
が

「
不
安
の
文
学
」
の
根
源
で
あ
る
と
、
三
木
は
指
摘
す
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
「
限
界
情
況
」
の
下
で
表
現
さ
れ
る
独
特
の

死
／

生

の
観
点
は
、「
春
の
絵
巻
」
の
岡
村
／
石
田
が
突
き
進
む

限

界
情
況

と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ

の
点
を
本
文
に
即
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

四
、

完
全
な
生

と

限
界
情
況

「
春
の
絵
巻
」
の
な
か
で
岡
村
は
、
自
身
が
抱
え
る

不
安

と

格
闘
し
な
が
ら
も
自
殺
の
道
を
選
択
し
た
。
そ
の
理
由
を
巡
っ
て
、

「
ク
ラ
ス
の
連
中
」
は
「
熱
心
に
喋
つ
た
り
議
論
を
」
重
ね
た
り
す

る
。
そ
こ
で
は
「
岡
村
の
身
寄
り
の
な
い
境
遇
だ
と
か
、
彼
の
独
学

の
こ
と
だ
と
か
、
そ
の
他
現
在
ま
で
彼
が
家
庭
教
師
と
し
て
寄
寓
し

て
ゐ
た
家
の
こ
と
」
な
ど
、
様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
、
最
終
的
に

は
次
の
よ
う
な
位
置
に
ま
で
岡
村
を
押
し
上
げ
て
い
く
。

彼
等
は
若
々
し
い
好
奇
心
か
ら
熱
心
に
喋
つ
た
り
議
論
を
し
て

ゐ
た
。
そ
し
て
、
次
第
に
岡
村
の
姿
が
巨
大
な
及
び
が
た
い
英

雄
の
位
地
に
ま
で
押
上
げ
ら
れ
て
い
つ
た
。
そ
れ
〴
〵
の
心
に

あ
る
何
ら
か
の
悩
み
が
、
岡
村
の
自
殺
に
よ
つ
て
最
高
の
表
現

を
得
た
と
い
ふ
具
合
だ
つ
た
。

こ
の
よ
う
な
自
殺
者
を
「
英
雄
」
視
す
る
傾
向
に
つ
い
て
、
安
藤
宏

は
「
自
殺
の
季
節
」
と
も
い
う
べ
き
一
九
三
〇
年
代
の
社
会
問
題
を

考
察
し
、
そ
こ
で
「
純
文
学
」
が
選
択
し
た

自
殺
観

の
文
脈
が

基
底
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る18

）
。「
純
文
学
の
領
域
」
は

「
自
殺
・
心
中
は
多
く
の
場
合
、
若
き
知
識
人
達
の
階
級
的
相
克
の

象
徴
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
を
最
大
の
特
徴
」
と
し
、
当
時
の
社
会

制
度
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
を

自
殺

と
い
う
手
段
で
訴
え
て

い
く
と
こ
ろ
に
大
き
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
一
義
的
な
解
釈
」
は
「
純
文
学
の
領
域
」

に
顕
著
な
現
象
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
な
風
俗
ル
ポ

ル
タ
ー
ジ
ュ
」
な
ど
は
「
自
殺
・
心
中
を
風
俗
的
興
味
、
関
心
を
も

っ
て
う
け
と
め
る
傾
向
」
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
「
自
殺
〞
入
門

書
〝」
や
「
婦
人
雑
誌
を
主
な
舞
台
に
、
自
殺
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
」
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な
ど
が
書
か
れ
、
一
般
読
者
の
興
味
・
関
心
を
惹
い
て
い
く
。
つ
ま

り
、

自
殺

を
見
つ
め
る
視
線
は
、
各
文
学
思
潮
に
よ
っ
て
大
き

く
異
な
る
現
象
に
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
昭
和
初
年
代
の
文
学
に
お
け
る
自
殺
・
心
中
の
位
相

と
い
う
文
脈
を
導
入
し
た
安
藤
論
は
、
同
時
代
の
文
脈
に
置
き
直
す

作
業
に
よ
っ
て
小
説
を
見
直
そ
う
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
も
傾
聴
す

べ
き
貴
重
な
意
見
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
も
踏
ま
え
、
本
稿
で

は
青
野
や
三
木
が
考
察
す
る
「
不
安
の
文
学
」
を
重
視
し
な
が
ら
、

安
藤
論
で
は
見
出
せ
な
か
っ
た
視
点
を
探
索
し
て
い
く
。
そ
こ
で
注

目
し
て
も
ら
い
た
い
の
が
、
白
熱
す
る
「
ク
ラ
ス
の
連
中
」
の
「
議

論
」
が
行
き
着
い
た
次
に
引
用
す
る
場
面
で
あ
る
。

み
ん
な
の
意
見
は
全
く
ま
ち
〳
〵
だ
つ
た
。
だ
が
、
誰
一
人

岡
村
の
真
の
死
因
に
ふ
れ
る
や
う
な
こ
と
を
い
ふ
こ
と
の
出
来

る
も
の
は
ゐ
な
か
つ
た
。

何
故
、「
誰
一
人
岡
村
の
真
の
死
因
」
を
言
い
当
て
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
、
そ
こ
に
は
「
客
観
的
社
会

か
ら
孤
立
せ
し
め
ら
れ
」「
主
観
的
な
限
界
情
況
に
追
ひ
や
ら
れ
」

て
い
た
岡
村
と
、「
客
観
的
社
会
」
の
枠
組
み
に
取
り
込
ま
れ
て
い

る
「
ク
ラ
ス
の
連
中
」
の
意
識
の
ズ
レ
が
起
因
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
石
田
も
最
初
は
「
ク
ラ
ス
の
連
中
」
と

同
じ
意
識
を
共
有
し
て
い
た
。

石
田
に
と
つ
て
も
岡
村
の
死
は
全
く
謎
で
あ
つ
た
。
年
齢
の

差
や
境
遇
の
相
違
や
、
そ
の
他
無
口
で
鬱
ぎ
勝
ち
な
岡
村
の
性

格
の
た
め
に
普
段
か
ら
あ
ま
り
親
し
く
し
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
、

石
田
は
瞭
然
し
た
岡
村
へ
の
理
解
を
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
彼

も
ま
た
他
の
皆
の
連
中
と
同
じ
や
う
に
、
漠
然
と
し
た
思
慕
の

表
現
を
岡
村
の
死
に
見
出
す
ば
か
り
だ
つ
た
。

だ
が
、
こ
の
後
石
田
は
「
そ
っ
と
皆
の
議
論
の
な
か
か
ら
抜
け
出
し

て
、
庭
に
対
つ
た
窓
の
方
へ
歩
み
よ
」
り
、
一
人
の
状
態
に
な
る
。

そ
こ
で
再
度
「
岡
村
の
言
葉
を
思
ひ
だ
」
す
こ
と
に
よ
り
、
石
田
は

「
岡
村
の
死
」
の
「
真
因
」
を
喚
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
僕
は
今
日
ほ
ど
こ
の
世
を
美
し
い
と
思
つ
た
こ
と
は
な
い

よ

）
そ
ん
な
目
で
見
る
と
、
実
に
今
校
庭
の
風
景
は
美
し
か

つ
た
。
校
友
の
姿
も
生
々
と
際
立
つ
て
美
し
く
、
桜
の
花
に
も

嘗
て
み
な
か
つ
た
ほ
ど
の
風
情
が
感
じ
ら
れ
た
。
石
田
は
気
の

遠
く
な
る
や
う
な
恍
惚
を
感
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
風
景
か
ら

湧
き
あ
が
る
も
や
〳
〵
と
し
た
思
慕
の
な
か
に
、
彼
は
美
し
い

死
を
さ
へ
憧
憬
し
た
。
岡
村
の
言
葉
に
は
、
今
か
ら
考
へ
て
み

る
と
、
何
か
初
め
て
春
に
逢
つ
た
も
の
の
や
う
な
嘆
息
が
あ
つ

た
。
暗
い
洞
窟
か
ら
や
つ
と
這
ひ
だ
し
た
も
の
ゝ
驚
き
に
近
い

も
の
が
あ
つ
た
。
石
田
は
あ
り
〳
〵
と
岡
村
の
掌
を
目
に
浮
べ

た
。
其
処
に
は
過
去
の
痛
ま
し
さ
が
は
つ
き
り
と
浮
出
し
て
ゐ

た
。
若
し
か
す
る
と
、
岡
村
は
今
日
ま
で
全
く
春
を
知
ら
な
か

つ
た
男
な
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
た
。
そ
し
て
、
昨
日
初
め
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て
春
の
美
し
さ
に
打
た
れ
、
そ
の
激
し
い
感
動
が
、
彼
の
過
去

を
一
層
堪
え
難
い
も
の
に
思
は
せ
た
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
か

つ
た
。
光
を
見
た
瞬
間
の
驚
き
に
恍
惚
と
し
た
刹
那
、
彼
は
そ

の
過
去
の
闇
に
敗
け
て
仕
舞
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

石
田
は
一
人
き
り
で
「
校
庭
の
風
景
」
を
眺
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
岡
村
の
真
の
死
因
」
を
あ
る
程
度
理
解
す
る
。
そ
こ
に
は
「
ク
ラ

ス
の
連
中
」
と
違
い
、
自
殺
す
る
直
前
ま
で
岡
村
と
接
し
て
い
た
と

い
う
実
際
的
な
理
由
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
以
上
に
石
田
に
は
「
岡
村
の
真
の
死
因
」
を
理
解
す
る
た
め
の

文
脈
が
テ
ク
ス
ト
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
洗
髪
を
無
造

作
に
束
ね
た
」
民
子
と
い
う
女
性
へ
の
「
胸
苦
し
さ
を
圧
へ
る
こ
と

が
出
来
な
」
い
「
恋
愛
」
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
「
恋
愛
」
を
抱
え

て
い
く
な
か
で
、
石
田
は
「
岡
村
の
真
の
死
因
」
の
理
解
度
を
増
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

岡
村
が
自
殺
し
た
日
と
ほ
ぼ
同
時
刻
に
、
石
田
た
ち
三
人
の
男
子

学
生
は
京
極
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
「
三
人
連
れ
の
娘
た
ち
」
と
出
逢
う
。

こ
こ
で
石
田
は
、
民
子
に
「
言
ひ
や
う
の
な
い
美
し
さ
を
感
じ
」

「
空
想
の
な
か
に
充
分
準
備
さ
れ
て
ゐ
た
恋
愛
が
、
急
に
生
々
と
動

き
だ
」
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
石
田
は
「
口
笛
を
吹
い
て
み
た

り
、
わ
ざ
と
彼
女
の
前
で
つ
ま
づ
い
て
み
た
り
」
し
て
民
子
の
気
を

引
く
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
次
々
と
重
ね
て
い
く
の
だ
が
、
成
果
は

実
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
態
の
石
田
を
尻
目
に
、
友
人
で
あ
る
丹

羽
は
「
三
人
連
れ
の
娘
た
ち
」
の
一
人
「
小
柄
で
い
く
分
蓮
葉
な
葉

子
」
と
の
仲
を
ど
ん
ど
ん
深
め
て
い
く
。
そ
の
様
子
に
、
石
田
は

「
ゐ
た
ゝ
ま
ら
な
い
や
う
な
胸
苦
し
さ
を
」
感
じ
る
の
だ
。
結
局
、

そ
の
日
は
そ
の
よ
う
な
状
態
で
解
散
し
て
し
ま
う
。
や
が
て
、
そ
の

気
持
ち
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
石
田
は
、「
葉
子
と
の
恋
愛
」
を

深
め
た
丹
羽
に
民
子
と
も
う
一
度
会
う
た
め
の
仲
介
役
を
頼
む
。
そ

し
て
、
再
度
会
う
約
束
を
取
り
付
け
た
石
田
は
、
そ
の
当
日
、
次
の

よ
う
な
気
持
ち
で
民
子
を
待
ち
続
け
る
の
だ
。

苛
立
た
し
い
時
間
だ
つ
た
。
最
初
彼
は
先
夜
民
子
と
並
ん
で

歩
い
た
途
の
橋
詰
に
立
つ
て
、
民
子
の
や
つ
て
く
る
方
向
に
目

を
さ
ら
し
て
ゐ
た
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
に
彼
は
へ
ん
に
面
は
ゆ

い
気
が
し
て
き
て
、
ぢ
つ
と
正
面
か
ら
彼
女
を
待
つ
に
堪
え
な

い
や
う
な
思
ひ
が
し
た
。
彼
は
や
が
て
橋
の
上
に
移
つ
た
。
そ

し
て
、
ぶ
ら
〴
〵
と
そ
の
上
を
歩
き
な
が
ら
、
民
子
の
来
る
の

を
待
つ
て
ゐ
た
。

こ
の
よ
う
な
精
神
状
態
に
陥
っ
た
石
田
は
「
図
書
館
側
の
土
堤
を
疎

水
の
水
際
へ
降
り
て
」「
ぢ
つ
と
水
面
を
見
つ
め
」
る
。
そ
の
瞬
間
、

何
故
か
「
石
田
は
深
い
感
動
に
打
た
れ
な
が
ら
、
生
と
い
ふ
も
の
を

無
上
に
美
し
く
感
じ
」
る
の
だ
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
心
境
に
陥

っ
て
い
く
。

そ
の
時
、
石
田
は
不
意
に
全
く
だ
し
抜
け
に
突
然
死
ん
だ
岡
村

の
姿
を
思
ひ
だ
し
た
。
嵐
峡
の
崖
に
立
つ
て
ゐ
た
彼
の
姿
が
、
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何
故
か
へ
ん
に
今
の
自
分
の
姿
に
似
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
て

く
る
の
だ
つ
た
。
暗
い
ト
ン
ネ
ル
の
口
が
あ
り
あ
り
と
彼
の
前

に
見
え
て
き
た
。
彼
は
ひ
ど
く
苛
々
し
た
。
何
か
体
ご
と
投
出

す
や
う
な
喜
び
を
彼
は
激
し
く
求
め
た
。

「
突
然
死
ん
だ
岡
村
の
姿
を
思
ひ
だ
し
た
」
石
田
は
「
自
分
の
姿
」

と
岡
村
と
を
二
重
写
し
に
す
る
。
恐
ら
く
、
石
田
の
眼
前
に
拡
が
っ

て
い
た
光
景
は
、
岡
村
が

死

に
突
き
進
む
瞬
間
に
見
た
光
景
と

同
じ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
理
解
し
た
石
田
は

「
ひ
ど
く
苛
々
」
す
る
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し

て
「
何
か
体
ご
と
投
出
す
や
う
な
喜
び
を
」「
激
し
く
」
求
め
る
の

で
あ
る
。

こ
の
段
階
に
ま
で
き
て
、
石
田
は
岡
村
の
心
情
を
完
全
に
理
解
／

共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
が
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
こ
と
か
ら
も
頷
け
る
だ
ろ
う
。

何
か
し
ら
、
岡
村
の
死
が
、
彼
の
今
求
め
て
ゐ
る
愛
と
い
ふ
も

の
に
ひ
ど
く
近
い
も
の
に
思
は
れ
た
。
そ
れ
は
、
ど
ち
ら
も
共

に
完
全
な
生
を
求
め
る
気
持
に
つ
な
が
つ
て
ゐ
た
。
石
田
は
そ

ん
な
こ
と
を
考
へ
て
、
ひ
と
り
で
昻
奮
し
て
ゐ
た
。

石
田
も
岡
村
も
「
完
全
な
生
を
求
め
る
」
た
め
に
も
が
き
苦
し
ん
だ
。

そ
こ
で
求
め
た

生

が
、
岡
村
に
と
っ
て
の

死

で
あ
り
、
石

田
に
と
っ
て
の

愛

で
あ
る
。
拙
稿
で
は
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
『
快

感
原
則
の
彼
岸
』
で
説
明
さ
れ
た
エ
ロ
ス
／
タ
ナ
ト
ス
と
い
う
欲
動

論
で
こ
の
問
題
を
考
察
し
た
が
、「
行
動
」
の
言
説
を
重
視
す
る
本

稿
の
立
場
か
ら
は
、
こ
の
二
人
の
心
情
の
同
一
性
に
関
し
て
「
不
安

の
文
学
」
で
説
明
さ
れ
た
「
限
界
情
況
」＝

「
シ
ン
セ
リ
テ
イ
」
と

い
う
概
念
に
接
続
す
る
こ
と
で
考
え
て
み
た
い
。

何
よ
り
も
客
観
的
社
会
か
ら
孤
立
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
人
間
は
か
く
の
如
き
主
観
的
な
限
界
情
況
に
追
ひ
や
ら
れ

る
。
世
界
は
そ
こ
で
は
そ
の
動
か
し
難
き
客
観
性
に
お
い
て
認

め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
や
う
な
哲

学
や
文
学
に
お
い
て
人
間
は
「
限
界
」
に
あ
る
も
の
に
よ
つ
て

根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
や

う
に
限
界
に
あ
る
も
の
は
、
或
る
人
に
と
つ
て
は
「
死
」
で
あ

り
、
他
の
人
に
と
つ
て
は
無
意
識
の
う
ち
に
乃
至
意
識
下
に
お

い
て
は
た
ら
く
リ
ビ
ド
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
無
口
で
鬱
ぎ
勝
ち
な
岡
村
」
は
、
そ
の
「
孤
立
」
し
た
状
況
か
ら

「
主
観
的
な
限
界
情
況
に
追
ひ
や
ら
れ
」
て
い
っ
た
。
石
田
も
民
子

へ
の

恋
愛

に
一
人
苦
し
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
情

況
」
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
し
て
、「
限
界
情
況
」
の
到
達
点
と
し

て
「
或
る
人
に
と
つ
て
は
「
死
」
で
あ
り
、
他
の
人
に
と
つ
て
は
無

意
識
の
う
ち
に
乃
至
意
識
下
に
お
い
て
は
た
ら
く
リ
ビ
ド
的
な
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
岡
村
は

死

へ
と
突
き
進
ん
で
い
き
、

石
田
は

愛

を
求
め
た19

）
。「
春
の
絵
巻
」
で
は
、
二
人
が
辿
り
着

い
た
到
達
点
を

完
全
な
生

と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
る
。
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つ
ま
り
「
春
の
絵
巻
」
は
、
発
表
誌
「
行
動
」
や
同
時
代
の
文
壇
で

注
目
さ
れ
た
「
不
安
の
文
学
」
の
問
題
系
を
組
み
込
ん
だ
野
心
的
な

テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

五
、
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
た
場
合
、
テ
ク
ス
ト
は
転
換
期
を
迎
え
つ

つ
あ
っ
た
文
壇
状
況
の
文
脈
と
密
接
な
関
係
性
に
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
頷
け
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
青
野
論
は
、
こ
の
よ
う
な
文
壇
状
況

に
流
れ
る
文
芸
思
潮
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

以
上
で
三
三
年
の
日
本
の
文
壇
の
目
立
つ
た
問
題
と
現
象
を

ひ
と
わ
た
り
見
て
来
た
が
、
さ
ら
に
こ
れ
を
総
括
し
て
云
ふ
と
、

こ
の
年
は
社
会
不
安
と
反
動
支
配
に
よ
つ
て
一
切
の
文
化
が
萎

縮
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
も
つ
て
特
長
と
す
る
が
、
別
け
て
も
文

学
の
分
野
で
は
、
そ
れ
が
顕
著
で
あ
つ
た
。
と
云
ふ
の
は
差
詰

め
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
の
存
在
が
示
す
や
う
な
、
文
化
的
階
級

闘
争
が
こ
の
分
野
で
も
つ
と
も
尖
鋭
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
而

し
て
純
文
学
の
『
興
隆
』
は
そ
の
萎
縮
を
押
返
す
現
象
の
や
う

で
は
あ
る
が
、
実
際
は
さ
う
で
な
く
、
そ
れ
は
社
会
不
安
に
動

揺
し
た
文
学
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
唯
一
の
逃
避
の
場
所
と

し
て
、
人
々
に
よ
つ
て
要
求
せ
ら
れ
、
抱
き
と
ら
れ
た
も
の
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
文
学
的
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
」
が
、
押
し
寄
せ
て
く
る
「
社
会
不

安
」
か
ら
の
「
唯
一
の
逃
避
の
場
所
」
と
し
て
「
要
求
」
し
た
の
が

「
純
文
学
の
『
興
隆
』」
だ
っ
た
と
い
う
事
実
。
こ
こ
に
は
、
時
代

に
翻
弄
さ
れ
る
文
学
者
の
悲
鳴
に
近
い
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
言
説
は
現
在
の
文
学
を
取
り
巻
く
状
況
に
も
リ
ン
ク
す
る
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
「
不
安
」
に
悩
ま
さ
れ
た
青
年

た
ち
／
文
学
者
た
ち
を
救
済
・
激
励
す
る
か
の
よ
う
な
場
面
を
「
春

の
絵
巻
」
は
最
後
に
用
意
し
て
い
た
。

「
死
ぬ
ほ
ど
青
春
の
な
い
こ
と
を
悲
し
む
の
も
、
や
つ
ぱ
り
青

春
の
悩
み
な
ん
で
せ
う
ね
‥
‥
」

彼
が
そ
ん
な
風
な
感
想
で
そ
の
話
を
終
る
と
そ
れ
ま
で
黙
つ

て
彼
の
言
葉
を
き
い
て
ゐ
た
民
子
が
、
急
に
生
真
面
な
表
情
で

彼
の
顔
を
見
つ
め
た
。

「
で
も
、
死
ん
ぢ
や
つ
ま
り
ま
せ
ん
わ
」

民
子
は
に
こ
り
と
も
笑
は
な
か
つ
た
。
石
田
は
そ
の
直
截
な

民
子
の
言
葉
に
へ
ん
に
感
動
し
た
。

石
田
は
「
岡
村
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
そ
の

死

に
誘
わ
れ

た

青
春

に
つ
い
て
民
子
に
問
い
か
け
る
。
そ
こ
で
民
子
は
「
死

ん
ぢ
ゃ
つ
ま
り
ま
せ
ん
わ
」
と
言
い
、
こ
の
後
「
二
人
の
恋
人
た

ち
」
は
「
二
人
き
り
に
な
り
た
い
や
う
な
気
配
」
に
支
配
さ
れ
て
い

く
。
石
田
に
用
意
さ
れ
た
「
唯
一
の
逃
避
の
場
所
」
と
は

恋
愛

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
同
時
代
の
文
壇
状
況
と
照
ら
し
合
わ

せ
て
考
え
て
み
た
場
合
、「
不
安
」
に
悩
ま
さ
れ
る
全
て
の
文
学
者
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た
ち
へ
の
救
済
・
激
励
の
エ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ま
で
「
春
の
絵
巻
」
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
同
時
代
の
文
壇
状
況
や
そ
こ
で
問
題
視
さ
れ
た
思
想
を
考
え
て

い
く
う
え
で
、
重
要
な
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
抑
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注１
）

川
端
康
成
「
文
芸
時
評

新
人
の
作
品
」（「
新
潮
」、
一
九
三
三
年

六
月
）

２
）

一
見
幸
次
「「
春
の
絵
巻
」
絢
爛
た
る
青
春
の
譜
」（「
芸
術
三
重
」

第
一
五
号
、
一
九
七
七
年
三
月
）。
他
に
同
様
の
解
釈
と
し
て
、『
京
都

の
文
学
地
図
』（
文
芸
春
秋
、
一
九
六
八
年
一
一
月
）、
駒
敏
郎
編
『
文

学
と
そ
の
舞
台
』（
講
談
社
、
一
九
八
四
年
六
月
）、
河
野
仁
昭
『
京
都

文
学
紀
行
』（
京
都
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
二
月
）
な
ど
が
主
な
「
春

の
絵
巻
」
の
研
究
史
で
あ
る
。
但
し
、
拙
稿
で
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

「
春
の
絵
巻
」
を
単
独
で
論
じ
た
先
行
研
究
は
管
見
に
入
っ
た
限
り
、

一
見
の
も
の
と
拙
稿
「

観
光

ツーリズム
・

自
殺
タナトス

・

恋
愛
エ
ロ
ス

中
谷
孝
雄

「
春
の
絵
巻
」
に
表
象
さ
れ
た

京
都

」（「
佛
教
大
学
総
合
研

究
所
紀
要
別
冊

京
都
に
お
け
る
日
本
近
代
文
学
の
生
成
と
展
開
」
二

〇
〇
八
年
一
二
月
）
だ
け
で
あ
る
。
詳
し
く
は
こ
ち
ら
の
拙
稿
を
参
照

さ
れ
た
い
。

３
）

右
の
拙
稿
。

４
）

高
見
順
は
『
昭
和
文
学
盛
衰
史

下
』（
福
武
書
店
、
一
九
八
三
年

三
月
）
の
中
で
「『
文
学
界
』
と
時
を
同
じ
う
し
て
、
昭
和
八
年
十
月

に
『
行
動
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
今
日
こ
の
『
行
動
』
は
い
わ
ゆ
る
行
動

主
義
文
学
の
機
関
誌
の
ご
と
く
に
思
わ
れ
て
い
る
向
き
が
な
い
で
も
な

い
が
、
創
刊
当
時
は
行
動
主
義
文
学
の
提
唱
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ま

だ
な
く
て
、
こ
れ
は
単
な
る
文
芸
雑
誌
な
の
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
『
行

動
』
の
題
名
は
、
主
知
主
義
文
学
を
唱
え
て
い
た
阿
部
知
二
が
そ
の
名

づ
け
親
で
、
そ
う
い
う
題
名
を
考
え
た
阿
部
知
二
は
、
谷
川
徹
三
の
言

う
「
明
快
な
行
動
と
心
理
」
と
い
う
こ
と
を
頭
に
浮
べ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
動
主
義
文
学
か
ら
来
た
「
行
動
」
で
は
な

い
の
で
あ
つ
て
、
の
ち
に
『
行
動
』
が
行
動
主
義
文
学
の
機
関
誌
の
観

を
呈
す
る
よ
う
に
な
つ
た
と
き
、『
行
動
』
の
名
づ
け
親
の
阿
部
知
二

は
終
始
、
そ
の
行
動
主
義
文
学
に
は
傍
観
的
態
度
を
取
つ
て
い
た
」
と
、

創
刊
当
時
の
「
行
動
」
が
「
行
動
主
義
文
学
の
機
関
誌
」
と
は
別
の
主

義
主
張
を
持
っ
て
い
た
雑
誌
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

の
「
文
芸
復
興
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
新
井
格
は
「
昭
和
九
年
の
評

論
壇
」（「
新
潮
」
一
九
三
四
年
一
二
月
）
で
「
言
葉
が
先
行
し
て
そ
れ

に
対
す
る
解
釈
が
追
随
し
た
形
」
で
あ
り
、「
わ
た
し
は
果
し
て
文
芸

復
興
の
社
会
的
乃
至
文
学
的
事
由
が
客
観
的
に
見
て
あ
つ
た
か
ど
う
か

を
疑
ふ
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
昭
和
九
年
も
殆
ど
尽
き
ぬ
と
し
て
文
芸

復
興
の
実
体
と
し
て
何
が
挙
げ
ら
る
べ
き
か
を
惑
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
、

そ
の
内
実
の
不
明
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
「
文

芸
復
興
」
に
関
す
る
記
述
に
関
し
て
は
「
行
動
」
誌
に
お
い
て
も
、
藤

原
定
「「
文
芸
復
興
」
の
意
志
と
内
実
」（
一
九
三
四
年
一
月
）
な
ど
が

発
表
さ
れ
、
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
意
味
合
い

は
「「
文
芸
復
興
」
は
ま
さ
し
く
ひ
と
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
り
、
ス

ロ
ー
ガ
ン
は
つ
ね
に
明
日
の
た
め
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
も

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
文
芸
復
興
」
に
関
し
て
は
今
後
更
な
る
調
査
が

必
要
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
最
近
発
表
さ
れ
た
滝
口
明
祥

「「
庶
民
文
学
」
と
い
う
成
功
／
陥
穽

文
学
大
衆
化
と
井
伏
鱒
二
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」（「
昭
和
文
学
研
究
」
第
六
二
集
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
に
は
こ

の
点
も
含
め
、「
文
芸
復
興
」
に
関
し
て
「「
純
文
学
」
の
大
衆
化＝

通

俗
化
」
と
い
う
新
し
い
観
点
で
論
じ
て
い
る
。
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参

照
さ
れ
た
い
。

５
）

そ
の
一
例
と
し
て
、「
レ
ツ
ェ
ン
ゾ
」
九
月
号
（
一
九
三
三
年
九
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
豊
田
三
郎
の
広
告
文
「「
行
動
」
創
刊
号

発
刊
近

し
‼
」
を
挙
げ
る
。
こ
こ
で
は
「
行
動
」
が
「
時
代
と
の
関
連
を
批
判

し
、
以
て
新
時
代
の
文
学
開
展
の
た
め
に
基
礎
工
事
を
な
す
等
真
摯
に

文
学
上
の
総
合
的
突
進
を
め
ざ
し
て
ゐ
る
の
が
、「
行
動
」
の
特
色
の

一
つ
と
呼
べ
る
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
な
目
的
を
掲
げ
て

い
る
。

「
私
達
は
例
年
に
な
い
此
年
の
酷
暑
を
こ
の
雑
誌
を
誕
生
さ
せ
る
喜
で

超
克
し
ま
し
た
が
、
文
芸
雑
誌
「
行
動
」
が
単
に
一
九
三
三
年
の
秋
を

賑
は
し
、
純
文
学
復
興
の
前
景
気
を
作
る
と
い
ふ
だ
け
で
は
未
だ
「
行

動
」
の
目
的
の
完
成
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
純
文
学
大
衆
を
こ
と
ご
と
く

永
久
的
な
支
持
者
と
す
る
こ
と
が
出
来
て
始
め
て
「
行
動
」
は
新
時
代

の
文
芸
行
動
を
強
力
に
果
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
私
達
は
文
芸
雑

誌
「
行
動
」
そ
の
も
の
が
、
我
国
文
学
の
行
動
そ
の
も
の
で
あ
り
た
い

と
い
ふ
熾
烈
な
翹
望
に
満
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
否
定
出
来
ま
せ
ん
が
、

そ
れ
も
こ
れ
も
皆
、
精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
、
文
学
大
衆
と
の
協
同

事
業
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
最
初
か
ら
、
み
な
さ
ん
の
支

持
を
切
に
期
待
す
る
所
以
で
あ
り
ま
す
」

６
）

野
口
富
士
男
「
行
動
」（『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
五
巻
、
講
談

社
、
一
九
七
七
年
一
一
月
）。
ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲

４
）滝
口
論
が
従
来
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
退
潮
と
い
う
要
因
」

以
外
に
「「
大
衆
文
学
」
の
隆
盛
」
と
い
う
観
点
を
導
入
し
て
分
析
し

て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

７
）

谷
川
徹
三
「
最
近
に
於
け
る
日
本
文
学
の
傾
向

外
国
人
の
た
め
に

書
か
れ
た
一
つ
の
鳥
瞰
図
」（「
行
動
」
創
刊
号
、
一
九
三
三
年
一
〇

月
）

８
）

同
右
。

９
）

同
右
。

10
）

同
右
。

11
）

同
右
。

12
）
「
行
動
」
第
一
巻
第
二
号
（
一
九
三
三
年
一
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
た

「
座
談
会

最
近
の
文
芸
思
潮
を
語
る
」
の
な
か
で
、
出
席
者
の
谷
川

徹
三
、
河
上
徹
太
郎
、
雅
川
滉
、
阿
部
知
二
、
芹
澤
光
治
良
、
伊
藤
整

が
、
最
近
問
題
に
な
っ
て
い
る
文
芸
思
潮
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
て
い

き
、
そ
こ
で
は
「
不
安
の
文
学
」
に
つ
い
て
も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
文
で
も
問
題
に
し
て
い
る
が
、
青
野
季
吉
「
１
９
３
３
の
文

芸
…
…
は
我
等
に
何
を
与
へ
た
か

（
そ
の
一
）
本
年
文
壇
の
総
括
的

観
察
」（「
行
動
」
第
一
巻
第
三
号
、
一
九
三
七
年
一
二
月
）
が
注

13
）

に
挙
げ
て
い
る
三
木
清
「
不
安
の
思
想
と
其
の
超
克
」（「
改
造
」、
一

九
三
三
年
六
月
）
を
取
り
上
げ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

13
）

右
の
三
木
論
文
。

14
）

同
右
。

15
）

同
右
。

16
）

同
右
。

17
）

同
右
。

18
）

安
藤
宏
「
自
殺
の
季
節

太
宰
治
『
道
化
の
華
』
論
」（『
自
意
識

の
昭
和
文
学
』
至
文
堂
、
一
九
九
四
年
三
月
）

19
）

Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
／
中
山
元
編
訳
『
エ
ロ
ス
論
集
』（
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
九
九
七
年
五
月
）
の
な
か
で
、
リ
ビ
ド
ー
概
念
に
つ
い
て
次
の

よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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「
初
期
の
フ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
は
、
性
の
欲
動
で
あ
る
リ
ビ
ド
ー
は
、

自
己
保
存
欲
動
と
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
シ
ラ
ー
の

詩
を
借
り
な
が
ら
、
世
の
中
の
こ
と
は
「
愛
と
飢
え
」
で
あ
る
と
述
べ

て
い
た
。
愛
が
リ
ビ
ド
ー
で
あ
り
、
飢
え
が
自
己
保
存
欲
動
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。」

﹇
付
記
﹈「
春
の
絵
巻
」
本
文
の
引
用
は
全
て
初
出
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、

引
用
に
際
し
て
は
、
適
宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。
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