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《
不
可
解
さ
》
を
内
在
す
る
女
性
―
―

原

し

の

ぶ

作
品
軸
と
構
成

『陰
火
』
は

「
誕
生
」
「紙
の
鶴
」
「水
車
」
「尼
」
、
四
つ
の
短
編
か
ら
な
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
四
つ
を
総
括
し
て

「陰
火
」
と
い
う

総
題
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
初
め
に
四
編
を
も

つ
て

一
作
と
な
す
形
式

へ
の
注
目
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
山

内
祥
史
氏
ｏ
が
、
「
四
つ
の
掌
編
か
ら
成
る
こ
の
小
説
が
、　
一
篇
の
小
説
と
し
て
発
表
さ
れ
た
意
味
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
こ
と
を

踏
ま
え
、
「
四
つ
の
掌
編
に
は
珍
し
く
い
ず
れ
も
性
的
結
合
を
暗
示
す
る
表
現
が
あ
る
。」
と
い
う
四
篇
の
共
通
項
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
方
向
の
内
に
博
馬
義
澄
氏
②
が

「陰
火
」
は

「四
つ
の
短
編
を
通
貫
す
る
、
ま
が
ま
が
し
く
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
情
念
を
象
徴
し

て
い
る
」
と
し
、
男
女
間
の
性
を
め
ぐ
る
情
念
を
基
軸
と
し
た
形
で
捉
え
て
い
く
こ
と
を
提
示
さ
れ
た
。
更
に
、
「陰
火
」
を
男
女
間
の

性
を
め
ぐ
る
情
念
と
す
る
解
釈
か
ら
の
作
品
分
析
と
し
て
赤
木
孝
之
氏
ｏ
は
、

四
篇
と
も
男
、
あ
る
い
は
女
の
情
念
と
い
っ
た
も
の
を
主
題
と
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を

《陰
火
》
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
登
場
す
る
男
女
が
、
い
ず
れ
も
生

（＝
性
）
の
苦
悩
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
が

《陰
火
》
的
要
素
を
い
つ
そ
う
色
濃
く
彩
る
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こ

と

に

な

る

。

と
博
馬
氏
の
展
開
以
降
を
継
承
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
「陰
火
」
と
い
う
言
葉
が
持

つ
象
徴
的
意
味
を
四
篇
の
作
品
よ
り
考
察
し
、
そ
れ

翁
陰
火
し

を
軸
と
し
て
個
々
の
短
編
を

分
析
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、　
一
方
で
い
ま
だ
未
解
決
の
問
題
も
残
さ
れ
て
い
る
。
第

一
に
、
こ
れ
ま
で
考
察
さ
れ
て
き
た

「陰
火
」
の
意

味
で
あ
る
が
、
男
女
間
の

「性
」
を
め
ぐ
る
情
念
と
い
う
こ
と
で
四
篇
全
て
を
提
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確

か
に
各
掌
編
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
心
人
物
と
な
る
男
女
が
登
場
し
、
そ
の
男
女
の
間
に
は
性
的
要
素
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
改
め
て
性
的

要
素
と
し
て
指
摘
可
能
な
箇
所
を
列
挙
す
る
と
、

「水
車
」

「紙
の
鶴
」

「誕
生
」

作
品
名

女
の
か
ら
だ
か
ら
は
な
れ
た
と
た
ん
、
男
の
情
欲
ま
か
ら
つ
ぽ
に
な

つ
て
し
ま
つ
た

せ

つ
ぱ

つ
ま

つ
た
わ
な
な
き
が
、
二
人
の
ゆ
が
め
ら
れ
た
愛
欲
を
あ
ぶ
り
た
て
た

あ
と
し
ま

つ
の
た
め
だ

け

つ
こ
ん
し
な
い
の
だ
が
、
あ
と
し
ま
つ
の
た
め
に
そ
ん
な
相
談
を
し
か
け
て
み
る

女
の
か
ら
だ
ぢ
ゅ
う
か
ら
、
我
慢
で
き
ぬ
い
や
な
臭
ひ
が
流
れ
出
て
く
る

令
嬢
の
生
涯
に
い
ち
ど
、
奥
様
の
生
涯
に
い
ち
ど
、
母
親
の
生
涯
に

一
度
、

お
れ
は
処
女
で
な
い
妻
を
め
と
つ
て
三
年
間
、
そ
の
事
実
を
知
ら
ず
に
す
ご
し
た

お
れ
は
妻
を
せ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
ま
た
三
夜
を

つ
ひ
や
し
た

お
れ
は
妻
を
せ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
も
三
夜
を

つ
ひ
や
し
た

お
れ
は
笑

つ
て
妻
を
愛
撫
し
た

お
れ
は
手
段
で
な
く
妻
を
抱
擁
し
た

こ
れ
は
み
じ
め
な
愛
欲
で
あ
る

彼
は
妻
の
か
ら
だ
が
さ
か
な
く
さ
く
て
か
な
は
な
か

そ
の
二
年
ほ
ど
ま

へ
、
妻
が
都
の
病
院
に
凡
そ
ひ
と

つ
た

つ
き
も
秘
密
な
入
院
を
し
た

性

白勺

要

素

描
写
数



汚
い
こ
と
を
し
た
か
ら
で
す

こ
れ
あ
、
ま
う
け
も
の
を
し
た
な
、
と
悪
党
ら
し
く
ほ
く
そ
笑
ん
だ
だ
け

以
上
の
よ
う
に
、
男
女
間
の
性
的
描
写
は
特
に

「紙
の
鶴
」
「水
車
」
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
「誕
生
」
「尼
」
で
は
そ
れ
ほ
ど
如
実
に

は
表
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
『陰
火
』
全
体
の
基
軸
と
し
て

「陰
火
」
即
ち
、
〈
性
〉
を
中
心
と
し
た
苦
悩
と
い
う
図
式
を
打
ち
出
す
こ

と
に
は
疑
間
を
呈
す
る
。

更
に
、
四
編
の
中
心
人
物
達
で
あ
る
男
女
に
着
目
す
る
と
、
各
作
品
は
視
点
人
物
が
男
で
あ
り
、
男
女
間
の
在
り
方
は
全
て
男
側
の
見

解
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
従
来
の
男
女
間
の
性
の
情
念
の
問
題
は
あ
く
ま
で

も
男
側
か
ら
見
た
女
と
の
関
係
の
中
に
立
ち
上
が

っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
問
題
と
し
て
、
そ
の
基
軸
と
な
る

「陰
火
」
を
以
て
四
篇
を
総
括
し
た
と
き
、
「誕
生
」
か
ら
始
ま
り
、
「尼
」
で

終
わ
る
と
い
う
作
品

『陰
火
』
全
体
の
構
成

へ
の
考
慮
で
あ
る
。
博
馬
氏
ｏ
が

『陰
火
』
四
篇
は

「そ
の
苦
悩
の
源
泉
を
男
女
の
お
ど
ろ

お
ど
ろ
し
い
情
念
の
中
に
捉
え
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
も
と
に
造
型
し
て
い
っ
た
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
従
来
は
、
「陰
火
」
の

持

つ
象
徴
的
意
味
合
い
を
個
々
の
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
に
形
象
化
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
留
ま

っ
て
い
る
。
四
篇
が
独
立
し
て
個
々
に
存

在
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
見
る
な
ら
ば
、
同
時
に

『陰
火
』
全
体
の
作
品
構
成
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
点
を
明
確
に
し
つ
つ
、
作
品

『陰
火
』
を
分
析
す
る
。

一
一

〈
不

可
解

さ

〉
の
展

開

第

一
の
問
題
、
基
軸
と
な
る
べ
き

「陰
火
」
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
視
点
人
物
と
な
る
男
が
対
峙
す
る
女
に
対
し
て
の
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一
貫
し
た
不
可
解
な
る
心
情
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『陰
火
』
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
次
の
二
つ
に
注
目
す
る
と
、

・
私
の
中
学
時
代
の
一
友
人
が
、
こ
の
ご
ろ
洋
装
の
細
君
を
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
狐
な
の
で
あ
る
。
化
け
て
い
る
の
だ
。
私
に
は
そ
れ

が
よ
く
わ
か
つ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
ど
う
に
も
、
可
哀
想
で
直
接
に
は
言
へ
な
い
の
だ
。
狐
は
、
そ
の
友
人
を
好
い
て
い
る
の
だ
も
の
。
け
だ

も
の
に
魅
こ
ま
れ
た
友
人
は
、
私
の
気
の
せ
い
か
、　
一
日
一
日
と
痩
せ
て
ゆ
く
や
う
で
あ
る
。
（『め
く
ら
草
紙
』
昭
十

一
・
一
「新
潮
」
発
表
Ｊ

・
「お
れ
は
男
性
で
あ
る
。」
こ
の
発
見
。
か
れ
は
家
人
の

「女
性
」
に
気
づ
い
て
か
ら
、
は
じ
め
て
彼
の

「男
性
」
に
気
づ
い
た
。
翁
最
も
日
常
茶
飯

時
的
な
る
も
の
」
昭
十
一
。
一
「文
芸
汎
論
」
発
表
Ｊ

二
つ
の
記
述
か
ら
は
、
こ
の
時
期
太
宰
の
中
に
男
性
と
女
性
の
超
え
ら
れ
な
い
隔
た
り
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の

女
性
に
対
す
る
距
離
感
、
理
解
し
が
た
い
対
象
と
し
て
対
立
す
る
女
性

へ
の
不
可
解
さ
こ
そ
が
四
つ
の
短
編
に
登
場
す
る
男
が
対
峙
し
た

女
性
達
に
抱
く
共
通
の
要
素
と
し
て

『陰
火
』
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
で
あ
る
。
「陰
火
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
持

つ

〈
鬼
火

ｏ
人
魂

・
狐

火
〉
総
じ
て
、
現
世
よ
り
切
り
放
さ
れ
た
こ
の
世
な
ら
ぬ
も
の
と
い
う
意
味
を
考
慮
し
て
も
、
視
点
人
物
で
あ
る
男
か
ら
は
決
し
て
理
解

で
き
な
い
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
女
達
の
持

つ
不
可
解
さ
が
四
篇
全
て
を
貫

い
て
い
る
と
言
え
る
。

第
二
の
問
題
で
あ
る
が
、
平
岡
敏
夫
氏
ｏ
は

『陰
火
』
最
終
話
に
置
か
れ
た
作
品

「尼
」
の
特
異
性
を

「
メ
ル
ヘ
ン
化
と

い
う
よ
り

も
、
人
形
と

い
う
無
機
物
化
で
あ
り
、
こ
う
い
う
形
で
し
か
女
は
と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
意
味
付
け
、
『陰
火
』
の
全
体

像
を

「
「
誕
生
」
を
発
端
と
す
る
、
陰
火
の
ご
と
く
暗
く
燃
え
る
男

（夫
）
と
女

（妻
）
の
物
語
は
、
「紙
の
鶴
」
の
よ
う
な
深
み
へ
下
降

し
て
行
き
、
「水
車
」
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
平
行
線
を
た
ど
り
、
「尼
」
の
よ
う
な
幻
想
の
な
か
に
生
き
る
ほ
か
な
か

っ
た
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
「
誕
生
」
か
ら

「尼
」

へ
と
連
動
性
を
持

っ
て
展
開
し
て
い
く
と

い
う
見
解
に
関
し
て
は
首
肯
す
る
も
の
の
、
同
時
に
そ
の
連

動
の
中
で
視
点
人
物
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
に
、
展
開
し
て
い
く
か
も
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
先
に
示
し
た
基
軸
と
考
え
る

「陰
火
」

を
視
点
人
物
の
対
峙
す
る
女
の
不
可
解
さ
と
捉
え
る
と
全
体
構
成
は
次
の
様
な
形
で
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
最
後
に
置
か
れ

た

「尼
」
の
非
現
実
的
要
素
を
重
要
視
す
る
と
、
作
品
の
展
開
に
お
い
て
は
、
不
可
解
さ
の
問
題
が
夫
婦
と
い
う
狭
義
の
関
係
に
お
け
る



妻
か
ら
、
男
女
と
い
う
広
義
の
関
係
の
中
の
女

へ
、
更
に
は
女
の
不
可
解
さ
そ
の
も
の
を
拡
大
し
た
形

（「尼
し

へ
と
描
き
進
め
ら
れ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
作
品
か
ら
以
上
の
こ
と
を
確
認
す
る
。

『陰
火
』
冒
頭
に
置
か
れ
た

「誕
生
」
は
、
男
女
間
の
問
題
だ
け
を
直
接
抱
え
込
ん
だ
形
を
取
る

「紙
の
鶴
」
「水
車
」
と
異
な
り
、
視

点
人
物
の

「彼
」
は
対
峙
す
る
妻
と
の
関
係
以
前
に
自
身
の
内
に
す
で
に
深
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
箇
所
か
ら
確
認
で
き

Ｚり
。・

新
し
い
卒
業
生
は
、
ひ
さ
し
ぶ
り
の
故
郷
に
、
も
の
う
い
瞳
を
そ
つ
と
投
げ
か
け
た
き
り
で
、
さ
も
さ
も
わ
ざ
と
ら
し
い
小
さ
な
あ
く
び
を
し
た
。

・
求
め
ら
れ
た
も
の
は
与
え
る
。
そ
れ
以
上
は
与
え
な
い
。
そ
れ
で
い
い
だ
ろ
う
？
と
彼
は
自
身
の
こ
こ
ろ
に
尋
ね
た
。

ｏ
彼
は
経
文
の
意
味
に
就
い
て
住
職
に
問
う
の
で
あ
っ
た
。
住
職
は
ち
っ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
。
（中
略
）
そ
れ
で
よ
か
つ
た
。

こ
れ
ら

の

「彼
」

に
関
す
る
描
写
か
ら
、
服
部
康
喜
氏
ｏ
が

こ
の
文
章
の
乾
い
た
感
傷
は
、
体
験
が
そ
の
人
の
肉
体
と
な
り
、
血
液
と
な
っ
て
一
つ
の
ま
な
ざ
し
に
結
晶
す
る
ま
で
の
、
執
拗
な
体
験
の
反
笏
作

用
を
い
つ
さ
い
欠
い
た
空
虚
さ
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。
（中
略
）
彼
は
単
に
出
来
事
の
表
層
を
た
だ
よ
う
の
で
あ

つ
て
、
都
会
に
も
故
郷
に
も
、
彼

の
本
質
的
な
居
場
所
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

と
指
摘
す
る
通
り
、
帰

っ
て
き
た
故
郷
に
特
別
の
感
慨
も
持
た
ず
、
祖
父
の
代
か
ら
続
く
工
場
の
整
理
を
淡
々
と
こ
な
し
、
「寺
を
好
き

始
め
た
」
と
言
い
な
が
ら
経
文
の
意
味
に
重
点
を
置
か
な
い
、
つ
ま
り
は
本
来
的
意
味
で
の
仏
門
入
信
と
は
か
け
離
れ
た
中
に
何
事
に
対

し
て
も
希
薄
な
感
情
し
か
持
て
な
い
深
い
空
虚
感
に
苛
ま
れ
た

「彼
」
の
人
物
像
が
見
て
取
れ
る
。
「彼
」
が
虚
無
的
状
況
に
置
か
れ
た

原
因
は
作
中
に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
深
淵
の
中
で
そ
れ
で
も
唯

一
「彼
」
の
感
情
が
向
け
ら
れ
て
い
た
対
象
が
あ

つ
た
こ
と
は
示

さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら

一
年
す
ぎ
て
、
彼
の
母
が
死
ん
だ
。
彼
の
母
は
父
の
死
後
、
彼
に
遠
慮
ば
か
り
し
て
い
た
。
あ
ま
り
お
ど
お
ど
し
て
、
命
を
ち
ぢ
め
た
の

で
あ
る
。
母
の
死
と
と
も
に
彼
は
寺
を
厭
い
た
。
母
が
死
ん
で
か
ら
始
め
て
気
が
つ
い
た
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
彼
の
寺
沙
汰
は
、
母
へ
の
奉
仕
を
幾
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分
ふ
く
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
母
に
死
な
れ
て
か
ら
は
、
彼
は
小
家
族
の
わ
び
し
さ
を
感
じ
た
。

と
い
う
箇
所
に
は
、
物
事
を
全
て
皮
相
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

「彼
」
の
中
に
母
と
い
う
存
在
だ
け
が
特
別
に
あ

っ
た
こ
と

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
従

っ
て
こ
の
母
の
死
と
い
う
出
来
事
が

「彼
」
に
そ
れ
ま
で
以
上
の
孤
独
と
快
悩
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
明
白

で
、
そ
の
深
い
苦
し
み
の
中
で
始
め
て

「彼
」
は
妻
と
い
う
存
在
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
母
亡
き
後
、
「小
家
族
の
わ
び

し
さ
」
か
ら
少
し
で
も
脱
す
る
手
段
と
し
て
妻
と
繋
が
り
、
つ
ま
り
は

「子
供
」
を
求
め
る

「彼
」
は
、
子
供
に
よ
つ
て
妻
と
の
気
ま
ず

さ
を
払
拭
し
、
妻
と
新
た
な
る
関
係
を
築
く
こ
と
で
夫
婦
と
い
う
関
係
性
の
中
に
母
に
変
わ
る
よ
う
な
特
別
な
も
の
を
求
め
て
い
っ
た
と

言
え
る
。

そ
し
て
、
「彼
」
が
快
悩
の
中
、
求
め
た
関
係
回
復

へ
の
願
い
へ
の
決
意
は
、
「
誕
生
」
最
後
の
場
面
に
示
さ
れ
る
。

女
の
子
は
、
ゆ
り
と
呼
ば
れ
た
。
ふ
た
親
に
似
な
い
で
色
が
自
か
っ
た
。
髪
が
う
す
く
て
、
眉
毛
が
な
い
と
同
じ
で
あ
つ
た
。
腕
と
脚
が
気
品
よ
く

細
長
か
つ
た
。
生
後
二
箇
月
日
に
は
、
体
重
が
五
砥
、
身
長
五
十
八
糎
ほ
ど
に
な
つ
て
、
ふ
つ
う
の
子
よ
り
発
育
が
よ
か
つ
た
。
生
ま
れ
て
百
二
十

日
目
に
大
が
か
り
な
誕
生
祝
い
を
し
た
。

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る

「
ふ
た
親
に
似
な
い
で
色
が
白

い
」
事
実
と

「大
が
か
り
」
に
行
な
わ
れ
た
誕
生
祝

い
の
箇
所
は
注
目
で
き

る
。
こ
こ
に
は
、
「そ
の
二
年
程
前
、
妻
が
都
の
病
院
に
凡
そ

一
月
も
秘
密
な
入
院
を
し
た
」
と
い
う
過
去
に
不
貞
を
働
い
た
妻
と
い
う

認
識
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
妻
の
不
貞
が

「彼
」
と
妻
の
間
の

「さ
か
な
く
さ
く
て
か
な
わ
な
い
」
と
い
う
気
ま
ず
さ
に

影
響
し
て
わ
け
だ
が
、
そ
の
気
ま
ず
さ
を
救
え
る
と
の
希
望
を
持

っ
て
願

っ
た
子
供
の
誕
生
は
、
「
ふ
た
親
に
似
な
い
で
」
と
い
う
記
述

に
よ

つ
て
妻
の

「秘
密
な
入
院
」
に
繋
が
つ
て
い
き
、
子
供
と
い
う
存
在
を
持

っ
て
し
て
も
許
し
、
忘
れ
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
妻
と
の

断
絶
感
と
大
き
な
距
離
を
再
認
識
す
る
形
と
な

っ
て
い
る
。
そ
ん
な
中
で
の
誕
生
祝
い
は
、
敢
え
て
自
身
を
納
得
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

「大
が
か
り
」
な
も
の
で
あ
り
、
誕
生
祝
い
を
す
る

「彼
」
に
は
不
貞
を
働
い
た
妻
を
受
け
入
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
れ
ま
で
以
上



の
更
な
る
空
虚
さ
と
孤
独
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「誕
生
」
は
、
妻
と
い
う
も
は
や
決
し
て
相
容
れ
な
い
存
在
、
「彼
」

に
と
つ
て
は
不
可
解
な
る
も
の
に
よ
つ
て

「彼
」
の
抱
え
る
快
悩
が
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
と
い
う
図
式
を
表
わ
し
て
い
る
と
言

え
る
。

そ
し
て
、
こ
の

「彼
」
の
惧
悩
を
よ
り
深
み
に
追
い
込
む
妻
と
い
う
存
在
を
更
に
抽
出
し
た
の
が

「紙
の
鶴
」
で
あ
る
。
「紙
の
鶴
」

で
は
視
点
人
物

「お
れ
」
の
苦
悩
の
要
因
が
初
め
か
ら
妻
の
不
貞
に
絞
り
込
ま
れ
て
い
る
。
「処
女
で
な
い
妻
を
め
と

っ
て
い
た
」
事
実

を
知

っ
た
こ
と
で

「お
れ
」
が
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

「人
間
の
い
つ
わ
り
な
い
苦
悩
」
の
姿
が

「か
な
し
い
影
」
に
追
わ
れ
続
け
る

「お
れ
」
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
「お
れ
」
の
思
考
を
追
う
と
、
「妻
の
悪
い
過
去
」
、
「な
ま
な
記
憶
」
を
呼
び
返
さ
な
い
た
め
に

〈
植
物
↓
も

っ
と
冷
た
い
も
の
↓
数
式
↓
人
体
内
蔵
器
官
↓
金
魚
の
鰭
↓
将
棋
〉

と
、
妻
に
無
関
係
な
無
意
味
な
も
の
へ
と
思
考
の
対
象
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に
は
、
如
何
に
払
拭
し
切
れ
な
い
も

の
と
し
て
、
「
か
な
し
い
影
」
が

「
お
れ
」
の
内
部
を
浸
食
し
て
い
る
か
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

お
れ
は
、
う
つ
か
り
者
。
休
止
は
、
お
れ
に
と
つ
て
は
大
敵
な
の
だ
つ
た
。
か
な
し
い
影
が
も
は
や
、
い
く
ど
と
な
く
お
れ
の
胸
を
か
す
め
る
。
お

れ
は
、
さ
て
、
さ
て
、
と
意
味
も
な
く
呟
い
て
は
、
そ
の
大
き
い
影
を
追
ひ
は
ら
つ
て
ゐ
た
。

「お
れ
」
を
蝕
む

「影
」
を
平
岡
氏
ｏ
は

「し

つ
と
の
情
に
四
六
時
中
苦
し
み
、
妻
を
思
い
出
さ
な
い
た
め
」
と
し
て
、
「か
な
し
い
影
」

を

「し

つ
と
の
情
」
と
意
味
付
け
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
嫉
妬
以
上
の
心
情
を
見
て
取
る
こ
と
が
可
能
だ
。
そ
れ
は
、
深
い
苦
悩
に
件
む

お
れ
に
対
す
る
妻
の
在
り
方
か
ら
確
認
で
き
、
そ
こ
に
は
、
「誕
生
」
で
彼
が
妻
に
感
じ
る
断
絶
以
上
の
明
確
な
距
離
が
見
て
取
れ
る
。

次
の
箇
所
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。

妻
は
ほ
が
ら
か
な
顔
つ
き
を
し
て
い
た
。
朝
の
食
卓
に
向
き
合
っ
て
座
っ
た
時
、
妻
は
た
わ
む
れ
に
、
両
手
を
あ
わ
せ
て
お
れ
を
拝
ん
だ
。
お
れ

も
、
陽
気
に
下
唇
を
噛
ん
で
見
せ
た
。
す
る
と
劃
劇
劇
つ―
召
引
ｄ
つ―
引
劇
川
樹
刊
を
し
て
、
く
る
し
い
？
と
お
れ
の
顔
を
覗
い
た
で
は
な
い
か
。
お
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れ
は
す
こ
し
、
と
答
え
た
。

「
お
れ
」
が
妻
の
告
白
を
聞
い
た
翌
朝
の
場
面
で
あ
る
。
「
お
れ
」
が
見
た
妻
は
、
「
お
れ
」
の
深
層
に

「か
な
し
い
影
」
が
付
き
纏

っ
て

い
る
こ
と
も
理
解
せ
ず
、
告
白
し
た
こ
と
で
全
て
の
罪
が
許
さ
れ
た
か
の
よ
う
に

「
ほ
が
ら
か
な
顔
」
で

「今
は
幸
福
そ
う
に
編
物

へ
熱

中
す
る
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ぬ
日
常
を
疑
わ
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
妻
は
、
妻
と
の
安
楽
だ

っ
た
日
が
三
度
と
戻
ら
な

い
と
強
く
認
識
し
て
い
る

「お
れ
」
と
は
全
く
掛
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に

「お
れ
」
に
と

っ
て
妻
が
永

遠
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
不
可
解
な
る
対
象
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「紙
の
鶴
」
最
終
場
面
、

お
れ
は
寝
床
へ
腹
這
ひ
に
な
つ
て
、
枕
元
に
散
ら
ば
つ
て
あ
つ
た
鼻
紙
を
い
ち
ま
ひ
拾
ひ
、
折
紙
細
工
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
ま
づ
こ
の
紙
の
対

角
線
に
沿
う
て
二
つ
に
折
つ
て
、
こ
れ
は
翼
、
こ
ち
ら
は
端
を
折
つ
て
、
こ
れ
は
く
ち
ば
し
、
か
う
い
う
工
合
に
ひ
っ
ぱ
っ
て
、
こ
こ
の
ち
い
さ
い

孔
か
ら
ぶ
つ
と
息
を
吹
き
込
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
鶴

こ
こ
で
作
ら
れ
た
鼻
紙
か
ら
作
成
す
る
鶴
は
、
拭
い
切
れ
な
い
苦
悩
の
中
、
ひ
た
す
ら
無
意
味
な
対
象

へ
と
転
じ
な
が
ら

「
お
れ
」
が
行

き
着
く
極
致
で
あ
る
。
「お
れ
」
に
と

っ
て
妻
の
存
在
は
安
楽
な
日
々
を
共
有
す
る
者
か
ら

「
お
れ
」
と
は
異
な

っ
た
地
点
に
立
つ
者

ヘ

と
変
化
し
、
そ
こ
に

「お
れ
」
は
、
妻
に
見
る
自
身
と
の
溝
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「紙
の
鶴
」
で
は
、
こ
の
よ
う
に
妻
を
不
可
解
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
中
に
、
果
て
は
鼻
紙
で
作
る
鶴
と
い
う
全
く
と
る
に
足
ら
な

い
対
象
に
ま
で
縫
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
そ
の
更
な
る
苦
悩
の
深
さ
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て
更
に
、
「お
れ
」
の
人
物
設
定
に
着
目
す

る
と
、
作
家
と
し
て
自
分
の
現
状
を
有
る
が
ま
ま
に
記
そ
う
と
す
る
、
「君
よ
り
高

い
立
場
に
拠

っ
て
、
人
間
の
い
つ
わ
ら
な
い
苦
悩
と

い
う
も
の
を
君
の
横
面
に
た
た
き

つ
け
て
や
ろ
う
」
と
い
う

「
お
れ
」
の
言
葉
に
は
、
自
身
の
苦
悩
す
る
姿
を
そ
の
ま
ま
に
見
つ
め
て
い

こ
う
と
す
る
姿
勢
の
現
れ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の

「紙
の
鶴
」
で
確
認
し
た
妻
に
見
る
不
可
解
さ
は

「水
車
」
で
夫
婦
と
い
う
特
定
の
関
係
を
超
え
た
も

っ
と
広
義
の
男
女
間
に
お



け
る
問
題
へ
と
転
じ
て
い
る
。́
「水
車
」
に
見
ら
れ
る
の
は
男
が
女
に
対
し
て
感
じ
る
徹
底
し
た
反
発
、
対
立
感
と
絶
対
的
距
離
感
で
あ

る
。
男
と
女
の
行
動
と
心
情
に
着
日
し
、
男
女
の
言
動
対
比
を
行
な
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

立
ち
止
ま
る

す
た
す
た
と
歩

い
て
い
く

男
の
背
中
に
視
線

ふ
つ
と
振
り
向
い
た

う

つ
む

い
た
ま
ま
歩
く

女

立
ち
止
ま
る

い
ま
い
ま
し
く
思
う

水
車
を
見

つ
め
る

正
面
に
向
き
直
る

結
婚
し
よ
う
か

憎
悪
だ
け
感
じ
る

逃
げ
よ
う

視
線
を
痛
い
ほ
ど
感
じ
る

顔
を
後
ろ
に
ね
じ
向
け
た

女
の
後
を
追
う

あ
と
し
ま

つ
の
た
め
だ

女
の
後
を
追

っ
て
来
た

白
々
し
い
心
地

引
き
返
そ
う
か
し
ら

男

女
と
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
か
遼
巡
す
る
男
の
描
写
が
詳
細
に
見
て
取
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
女
か
ら
の
反
応
は
ほ

と
ん
ど
返

っ
て
い
な
い
。
「男
は
ひ
と
思
い
に
、
正
面
に
む
き
直

っ
た
。
も
し
女
と
視
線
が
か
ち
合

つ
た
な
ら
、
そ
の
と
き
は
鼻
で
笑

つ

て
か
う
言

つ
て
や
ら
う
。
日
本
の
汽
車
も
わ
る
く
な
い
ね
。」
こ
の
箇
所
は
作
中
で
唯

一
二
人
の
距
離
が
縮
ま
る
可
能
性
の
あ

っ
た
場
面
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で
あ
る
。
思

い
き

っ
て
女
に
声
を
掛
け
る
こ
と
で
現
状
の
関
係
改
善
を
試
み
る
男
で
あ
る
が
、
振
り
返

っ
た
先
に
女
の
姿
は
す
で
に
な

く
、　
一
方
通
行
の
思
い
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に

「水
車
」
で
は
接
近
し
よ
う
と
し
て
も
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
存
在
と
し
て
の
女
が
強

調
さ
れ
、
何
も
語
ら
ず
、
た
だ
歩
き
続
け
る
女
に
対
す
る
男
の
距
離
は
深
ま
り
、
《
不
可
解
な
る
》
存
在
と
し
て
映
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
女
と
の
関
係
は
男
に
と

っ
て
深
い

「闇
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
く
。

そ
れ
は
、
作
品

「水
車
」
の
題
名
に
も
通
じ
る
最
後
に
描
か
れ
た
水
車
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

た
う
と
う
男
は
立
ち
ど
ま
つ
た
。
女
を
立
ち
ど
ま
つ
た
。
お
互
ひ
に
顔
を
そ
む
け
た
ま
ま
、
し
ば
ら
く
立
ち
つ
く
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
男
は
女
が

泣
い
て
も
い
な
い
ら
し
い
の
を
い
ま
い
ま
し
く
思
ひ
な
が
ら
、
わ
ざ
と
気
軽
さ
う
に
あ
た
り
を
見
廻
し
た
。
ぢ
き
左
側
に
男
の
好
ん
で
散
歩
に
来
る

水
車
小
屋
が
あ
つ
た
。
水
車
は
闇
の
中
で
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
ま
わ
っ
て
い
た
。
女
は
、
く
る
っ
と
男
に
背
を
向
け
て
、
ま
た
歩
き
だ
し
た
。
男
は

煙
草
を
く
ゆ
ら
し
な
が
ら
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。

こ
の
場
面
で
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
女
と
の
隔
た
り
を
確
認
す
る
よ
う
に
歩
き
続
け
る
男
の
視
界
に
映
る
、
回
り
続
け
る
水
車
は
、
平
岡
氏

が

「間
の
中
で
ゆ
っ
く
り
ま
わ

っ
て
い
る
水
車
は
、
男

（夫
）
は
男

（夫
）、
女

（妻
）
は
女

（妻
）、
お
互
い
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
永
劫
の
ア
ポ
リ
ア
を
語

っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
男
女
の
隔
た
り
を
示
す
と
同
時

に
、
二
人
の
現
在
、
対
立
と
絶
対
的
距
離
を
持
ち
な
が
ら
も
そ
れ
で
も

一
緒
に
歩
き
続
け
る
と
い
う
関
係
が
続
く
で
あ
ろ
う
永
遠
性
を
も

表
わ
し
て
い
る
。
そ
ん
な
水
車
の
回
る
光
景
に
足
を
止
め
じ

っ
と
見
据
え
て
い
る
男
の
内
に
は
、
不
可
解
な
る
対
象
の
女
と
の
関
係
に
深

い
苦
悩
を
抱
え
て
い
る
姿
と
、
そ
の

「闇
」
の
中
に
捕
わ
れ
た
自
身
を
凝
視
し
、
そ
の
永
遠
に
続
く
で
あ
ろ
う
流
れ
に
逆
ら
え
な
い
こ
と

へ
の
諦
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
誕
生
」
か
ら

「紙
の
鶴
」

へ
、
そ
し
て

「水
車
」

へ
と
男
が
対
峙
す
る
女
の
不
可
解
さ
の
問
題
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
形
で
展
開
し
て

き
た
わ
け
だ
が
、
「水
車
」
で
そ
れ
は
男
が
見

つ
め
る

「闇
」
と
し
て
最
終
的
に
提
示
さ
れ
た
。
そ
こ
か
ら
、
『陰
火
』
の
最
後
に
置
か
れ



た

「尼
」
を
見
る
と
き
、
「水
車
」
か
ら
の
展
開
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
。
「尼
」
は
冒
頭
、
「九
月
二
十
九
日
の
夜
更
け
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
あ
と

一
日
が
ま
ん
を
し
て
十
月
に
な

っ
て
か
ら
質
屋

へ
行
け
ば
、
利
子
が

一
月
分
も
う
か
る
」
と
思

っ
て
寝
て
過
ご
す

「僕
」
の
姿
か
ら
始
め
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
は
敢
え
て

「僕
」
の
日
常
が
非
常
に
現
実
味
を
持

っ
た
形
で
示
さ
れ
、
そ
の
展
開
は
、
こ

の
現
実
感
が
尼
の
出
現
に
よ
り

一
変
す
る
こ
と
で
、
尼
の
登
場
以
降
の
非
現
実
的
在
り
方
を
強
調
す
る
も
の
と
言
え
る
。

尼
は
こ
れ
ま
で
男
達
が
対
峙
し
て
き
た
妻

・
女
が
男
達
と
の
関
係
の
中
で
そ
の
距
離
や
対
立
を
表
わ
す
こ
と
で
不
可
解
な
る
対
象
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
す
で
に
そ
の
存
在
自
体
に
不
可
解
さ
を
呈
し
て
い
る
。
尼
が
不
可
解
な
る
も
の
と
い
う
構
図
の
中
に
は
、
御
文
章
を
読

む
中
に
、
わ
ざ
わ
ざ

「
五
障
三
従
」
と
い
う
女
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
部
分
を
選
択
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
尼
即
ち
、
不
可
解
な
る

も
の
更
に
は
、
女
と
い
う
図
式
が
明
確
に
見
て
取
れ
る
。
従

っ
て
、
こ
の
尼
そ
の
も
の
が
示
す
不
可
解
さ
は
こ
れ
ま
で

「誕
生
」
か
ら

徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
女

へ
の
不
可
解
さ
が
直
接
的
に
示
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
尼
と
関
連
し
て

「僕
」
の
日
の
前
に
表
れ
た
如
来
の
存
在
を
考
慮
す
れ
ば
、
先
程
ま
で
確
か
に

「僕
」
の
居
る
空
間
は
現
実
そ
の
も
の
で
あ

っ
た
も
の

が
、
も
は
や
こ
の
尼
に
よ
り
、
「僕
」
の
立

つ
地
点
そ
の
も
の
が
理
解
を
超
え
た
非
現
実
的
、
幻
想
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
れ
は

「僕
」
を
取
り
囲
む
外
枠
そ
の
も
の
が
不
可
解
な
る
も
の
と
化
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
誕
生
」
か
ら
始
ま
る
不
可
解
な
る
も
の
は
、
男
達
が
対
峙
す
る
女
と
の
関
係
の
中
に
見
出
だ
さ
れ
、
「水
車
」
に
お
い
て
男
が
見
つ
め

る

「闇
」
と
し
て
結
晶
化
さ
れ
た
。
作
品

「尼
」
は
言
う
な
れ
ば
こ
の

「水
車
」
で
提
示
さ
れ
た
男
と
女
の
関
係
の
中
に
生
じ
ざ
る
を
得

な
い

「闇
」
の
部
分
に
問
題
を
集
中
さ
せ
、
不
可
解
さ
の
中
に
僕
自
身
が
入
り
込
む
こ
と
で
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〓
一

〈
不

可
解

さ

〉
の
受
容

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら

「
誕
生
」
か
ら

「尼
」
ま
で
の
展
開
、
そ
の
全
体
構
成
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
纏
め
ら
れ
る
。

太
宰
治

『陰
火
』
論

九
五
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九
六

「誕
生
」
―
―

　

「彼
」
の
空
虚
さ
を
深
め
る
存
在

「妻
」

↑

（問
題
を
よ
り
抽
出
）

「紙
の
鶴
」
―
―

《
不
可
解
な
る
》
存
在
と
し
て
の

「妻
」
と
の
対
峙

↑

（問
題
を
拡
大
化
）

「水
車
」
―
―

　

「闇
」
と
し
て
認
識
す
る
↓
　
　
「女
」
と
の

《
不
可
解
さ
》

↑
（肥
大
化
さ
せ
た
世
界
）

「尼
」
＝
非
現
実
的
な
場

場
そ
の
も
の
が

《
不
可
解
な
る
も
の
》

つ
ま
り
、
女

に
対
す
る
不
可
解
さ
を
基
軸
と
し
て
、
そ
の
不
可
解
さ
が
よ
り
深
め
ら
れ
る
連
動

の
中
で
四
篇
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
構
成

の
中
で
、
そ
の
連
動
に
お
け
る
視
点
人
物
達

の
不
可
解
な
る
対
象

へ
の
様
相
は
ど

の
よ
う
に
展
開
し
、
終
着
し
て
い
る
の

か
を
、
『陰
火
』

の
最
後
に
置
か
れ
た

「
尼
」
を
中
心
と
し
て
考
察
す
る
。

「
尼
」

に
お

い
て
注
目
で
き
る
の
は
、
次

の
箇
所
で
あ
る
。

も
つ
と
続
け
な
さ
い
よ
。
僕
は

一
日

一
日
、
退
屈
で
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
誰
と
も
わ
か
ら
ぬ
ひ
と
の
訪
間
を
驚
き
も
し
な
け
れ
ば
好
奇
心
も
起
こ

さ
ず
、
な
ん
に
も
聞
か
な
い
で
、
こ
う
し
て
眼
を
つ
ぶ
っ
て
ら
く
ら
く
と
話
し
合
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
僕
も
そ
ん
な
男
に
な
れ
た
と
い
う
こ
と

が
、
う
れ
し
い
の
で
す
。

こ
こ
で
僕
は
、
正
体
が
分
か
ら
な

い
不
可
解
さ
そ
の
も

の
の
を
示
す
尼
に
対
し
て
、
存
在
を
不
可
解
と
思
う
こ
と
な
く

「
ら
く
ら
く
と
話

し
合
え
る
」
男
に
な

っ
た
こ
と
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
言
葉
か
ら
は
、
明
ら
か
に
不
可
解
な
る
も

の
即
ち
、
尼

を
そ
の
ま
ま
に
受
容
し
て
い
る
僕

の
姿
が
あ
る
。
何
故
こ
の
姿
勢
が
可
能
と
な

っ
て
い
る
の
か
は
、
先
に
示
し
た

「尼
」

の
作
品
の
場
、

「
僕
」

の
立

つ
地
点
そ
の
も

の
が
不
可
解
さ
の
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
、
男
対
女
と

い
う
関
係
性

の
中
で
女

の
不
可
解
さ
が
問
題
に
な

っ
て
い
た
が
、
「尼
」
で
は
作
品

の
外
枠
自
体
が
不
可
解
な
も

の
と
な
る
こ
と
で
、
内



に
展
開
す
る

「僕
」
と
尼
の
間
で
生
じ
る
べ
き
不
可
解
さ
が
溶
解
す
る
形
と
な
り
、
「僕
」
に
は
何
ら
不
可
解
と
感
じ
る
こ
と
が
な
く
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

こ
の

「僕
」

の
尼

つ
ま
り
は
、

い
る
。

悦
惚
と
も
侮
蔑
と
も
無
心
と
も
如
何
様
に
も
解
釈
で
き
る
よ
う
な
不
可
思
議
な
笑
い
、
ま
さ
に
不
可
解
さ
の
内
に
尼
が
人
形

へ
と
変
化
す

る
場
面
は
、
尼
の
不
可
解
さ
の
極
限
状
況
を
表
わ
し
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
極
限
の
不
可
解
さ
を

「僕
」
は
、
「
つ
ま
み
あ
げ
」
「
し
さ
い

に
し
ら
べ
」
る
と
い
う
行
動
に
出
る
こ
と
で
自
身
の
内
に
受
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
誕
生
」
か
ら

「水
車
」
ま
で
の
展
開
に
お
い
て
、
各
視
点
人
物
は
、
そ
の
不
可
解
な
る
女
達
を
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。
「誕
生
」

で
は
、
自
身
の
空
虚
さ
を
深
め
る
存
在
、
「紙
の
鶴
」
で
は
、
男
の
惧
悩
に
気
づ
か
ず
変
わ
ら
ぬ
日
常
に
生
き
続
け
る
存
在
、
「水
車
」
に

お
い
て
は
、
決
し
て
交
差
し
な
い
対
立
す
る
存
在
、
い
ず
れ
も
男
達
が
女
と
の
間
に
深
い
距
離
感
と
隔
た
り
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
明

か
で
、
作
品
四
篇
の
展
開
の
内
に
そ
の
距
離
と
対
立
は

一
層
の
際
立
ち
を
持

っ
て
示
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の

一
方
で
、
各
視
点
人
物
が
不
可
解
な
る
対
象
に
向
か
う
姿
勢
も
ま
た
そ
の
様
相
を
変
化
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
ず
、
「誕
生
」

で
不
可
解
な
る
対
象

へ
の
接
近
を
呆
た
し
、
「紙

の
鶴
」
で
は
不
可
解
な
る
対
象
を
凝
視
、
「水
車
」
に
至
り
、
不
可
解
な
る
対
象
を

「間
」
と
い
う
形
で
は

つ
き
り
と
認
識
す
る
。
こ
の
展
開
に
は
、
男
が
対
峙
す
る
不
可
解
な
る
対
象
を
確
実
に
捉
え
て
い
く
過
程
が
作
品

太
宰
治

『陰
火
』
論

九
七

不
可
解
な
る
も
の
を
受
容
す
る
姿
勢
は

尼

の
最
終
場
面

尼
の
人
形
化
に
最
も
顕
著
に
不
さ
れ
て

松 雨 二 尼
の ,商 寸 は
葉 ほ ほ に
ほ ど ど こ
ど の の に
細 唇 人 こ
い は 形 笑
両 尚 に ひ
脚 う な つ
は す つ づ
米 赤 た け
粒 く ゛

た
ほ

｀
僕

°

ど け は 笑
の し 片 つ
白 粒 腕 て
足 ほ を 笑
袋 ど の つ
を の ば て
附 白 し ゐ
け い  ｀

る
て 歯 そ う
ゐ は の ち
た き 人 に° つ 形

｀

僕 ち を だ
は り つ ん
黒 並 ま だ
染 ん み ん
め で あ と
の 生 げ 尼
こ え  ｀

は
ろ そ し 小
も ろ さ さ
の つ ぃ く
す て に な

る究と2
か  ゛

べ さ

具讐奮:

 `  ｀

  に
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九
八

の
連
動
の
中
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
展
開
の
延
長
線
上
、
つ
ま
り
最
終
地
点
に

「僕
」
の
捉
え
る
尼
の
在
り
方
が

あ
る
の
で
あ
る
。
人
形
と
な

っ
た
尼
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
男
達
に
と

っ
て
邊
か
な
距
離
を
持
ち
、
二
項
対
立
的
な
概
念
で
認

識
さ
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
僕
自
身
も
不
可
解
な
場
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
で
僕
の
認
識
の
内
に
収
ま
る
、
受
容
可
能
な
対
象
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
作
品

「尼
」
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
不
可
解
さ
を
そ
の
ま
ま
に
体
現
す
る
尼
を
不
可
解
と
感
じ
る
こ

と
な
く
受
容
し
て
い
く

「僕
」
の
在
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

「
誕
生
」
か
ら

「尼
」
に
至
る
作
品

『陰
火
』
を

一
つ
の
連
動
性
の
中
に
見
て
い
く
と
、
以
上
の
よ
う
な
不
可
解
さ
を
軸
と
し
た
展
開

と
そ
の
不
可
解
さ
を
受
容
し
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
　

非

現
実

の
中

で

の

〈
不

可
解

さ

〉
受

容

『陰
火
』
は
不
可
解
さ
受
容
の

一
つ
の
過
程
と
方
法
を
提
示
し
た
と
言
え
る
が
、
そ
れ
は
、　
一
方
で
不
可
解
な
る
も
の
を
受
容
す
る
と

き
、
そ
の
対
象
が
自
身
に
と

っ
て
不
可
解
で
は
な
い
状
況
設
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
も
言
え

る
。
最
後
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
不
可
解
さ
受
容
が
作
品

「尼
」
の
よ
う
な
非
現
実
、
幻
想
の
場
で
し
か
最
終
的
に

示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
作
者
太
宰
の
意
識
を
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、
不
可
解

さ
の
受
容
と
は
女
性
と
の
関
係
確
立
に
他
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
太
宰
に
と

っ
て
女
性
と
は
如
何
な
る
存
在
で
あ

っ
た
の
か
を
確
認
す
る

と
、
太
宰
と
の
交
流
を
示
し
た
山
岸
外
史
の

「
仏
蘭
西
人
形
翌

（昭
和
九
年
の
冬
頃
）
の
中
で
、
太
宰
が
津
村
信
夫
宅
に
て
仏
蘭
西
人
形

の
ス
カ
ー
ト
を
捲
り
、
奥
を
覗
こ
う
と
し
て
い
る
様
子
を
目
撃
し
た
山
岸
は

「太
宰
に
と

っ
て

「女
」
は
永
遠
に
仏
蘭
西
人
形
だ

っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
」
「太
宰
は

〈
物
〉
と
し
て
の
未
知
な
人
形
の
世
界
を
の
ぞ
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
女
性
を
未
知
な
対
象
と
し
て
捉
え
、
人
形

・
物
と
い
っ
た
自
分
と
は
掛
け
離
れ
た
不
可
解
な
る
も
の
と
し
て
見
て
い
た
太



宰
の
女
性
観
の

一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
女
性

へ
の
認
識
は
ず

つ
と
太
宰
の
根
底
に
流
れ
続
け
る
意
識
で
も

あ
り
、
そ
の
女
性
観
は

『女
類
ｏ
』
（昭
二
十
三
・
四

「八
千置

発
表
）
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る

全
然
、
種
族
が
違
う
の
だ
。
か
ら
だ
が
ち
が
つ
て
い
る
の
と
同
様
に
そ
の
思
考
の
方
法
も
、
会
話
の
意
味
も
、
匂
い
、
音
、
風
景
な
ど
に
対
す
る
反

応
の
仕
方
も
、
ま
る
っ
き
り
違
っ
て
い
る
の
だ
。
女
の
か
ら
だ
に
な
ら
な
い
限
り
、
細
鋼
訓
罰
コ
劉
ｑ
到
測
矧
ｑ
司
刻
劇
不
思
議
な
世
界
に
女
と
い
う

も
の
は
平
然
と
住
ん
で
い
る
の
だ
。

こ
の
言
葉
は
、
す
で
に

『陰
火
』
に
お
い
て
男
達
と
は
断
絶
し
た
中
、
大
き
な
距
離
を
持

っ
て
存
在
す
る
女
達
に
よ
つ
て
示
さ
れ
て
い
る

と

い
え
る
。
太
宰
に
底
流
す
る
こ
の
女
性
認
識
は

『陰
火
』
の

「紙
の
鶴
」
で
冒
頭
掲
げ
た

「処
女
で
な
い
妻
を
め
と

っ
た
」
と

い
う

「
お
れ
」
の
言
葉
に
見
る
太
宰
自
身
の
経
験
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
経
験
と
は
赤
木
孝
之
氏
⑫
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に

結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
二
作
品
に
描
か
れ
た
よ
う
な
出
来
事
が
、
太
宰
の
実
生
活
の
上
で
現
実
に
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
惧
悩
を
太
宰
は

時
を
隔
て
て
二
つ
の
作
品
の
中
で
描
い
て
み
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

小
山
初
代
と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
太
宰
自
身
、
昭
和
二
年
に
芸
妓
で
あ

つ
た
小
山
初
代
と
知
り
合
い
、
昭
和
五
年
に
は
上
京
さ
せ

生
家
に
結
婚
を
承
諾
さ
せ
て
い
る
。
従

っ
て
、
太
宰
の
意
識
の
中
に
は
、
初
代
を
身
請
け
し
、
結
婚
す
る
こ
と
で
救

っ
た
と
い
う
認
識
が

あ

っ
た
。
そ
れ
は
初
代
と
の
体
験
を
題
材
と
し
た

『東
京
八
景
ｏ
』
（昭
十
六

ｏ
一
「文
学
界
し

の
次
の
言
葉
、
「私
は
女
を
、
無
垢
の
ま
ま

で
救

っ
た
と
ば
か
り
思

つ
て
い
た
の
で
あ
る
」
「女
と
は
ど
ん
な
も
の
だ
か
知
ら
な
か

つ
た
」
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
経
験
が
太
宰

の
女
性

へ
の
在
り
方
に
影
響
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
先
に
挙
げ
た

「最
も
日
常
茶
飯
事
的
な
る
も
の
」
に
お
け
る

「家
人
」
に
発

見
す
る
女
、
自
身
に
見
る
男
、
と
い
う
こ
の
距
離
感
、
更
に
は

『陰
火
』
が
そ
の
全
体
構
成
の
中
、
「誕
生
」
「紙
の
鶴
」
と
不
可
解
な
る

も
の
を
ま
ず
妻
と
い
う
存
在
に
当
て
は
め
て
展
開
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
太
宰
の
実
生
活
か
ら
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
女
性
認
識
が
指
摘

で
き
る
。太

宰
治

『陰
火
』
論

九
九



太
宰
治

『陰
火
』
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

『陰
火
』
に
は

「尼
」
に
至

っ
て
不
可
解
な
る
存
在
を
受
容
し
て
い
く
僕
の
姿
が
提
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ま
る
で
異
な
る
存
在

で
あ
る
が
ゆ
え
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
深
い
距
離
が
あ
る
も
の
の
そ
れ
で
も
自
身
と
切
り
放
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
離
れ
る
こ
と

は
で
き
な

い
と
こ
ろ
に
女
性
が
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
太
宰
に
と

っ
て
、
不
可
解
さ
を
内
在
さ
せ
る
存
在
を
そ
の
ま
ま
に
容
認
し
て
い
く

よ
り
他
に
方
法
が
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
最
後
に
は
不
可
解
さ
の
中
に

「僕
」
が
取
り
込
ま
れ
、
尼
自
体
の
持
つ
不
可
解
さ
を

不
可
解
と
感
じ
な
い
中
で
全
て
を
受
け
入
れ
て
い
く
作
品
の
収
東
は
、
太
宰
の
女
性
に
対
す
る
接
近
の

一
つ
の
現
れ
も
と
言
え
る
が
、
そ

の
受
容
の
形
が
あ
く
ま
で
も
、
非
現
実
の
場
で
し
か
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
の
根
本
的
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
窺
え
る
。
太
宰
自
身
の
女
性
に
対
す
る
異
類
と
し
て
の
断
絶
感
は
現
実
に
は
決
し
て
埋
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
こ
の

『陰
火
』
か
ら
ず

っ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

山
内
祥
史

「陰
火
」
亀
太
宰
治
必
携
』

一
九
八

一
年
学
燈
社
）

博
馬
義
澄

「「陰
火
」
論
」
翁
解
釈
と
鑑
賞
」

一
月
号

一
九
八
五
年
刊
）

赤
木
孝
之

「太
宰
治

「陰
火
」
論
―
―
そ
の

《
陰
火
》
的
な
る
も
の
―
―
」
翁
国
士
館
大
学
文
学
論
輯
１０
」

一
九
八
九
年
）

博
馬
義
澄

（前
掲
論
文
）

『め
く
ら
草
紙
』
翁
新
潮
」
昭
和
十

一
年

一
月
号
発
表

『太
宰
治
全
集
二
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
九
八
年
）

「最
も
日
常
茶
飯
事
的
な
る
も
の
」
「
文
芸
汎
論
」
昭
和
十

一
年

一
月
発
表

『太
宰
治
全
集
十

一
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
九
九
年
）

平
岡
敏
夫

「「陰
火
」
論
」
亀
太
宰
治
研
究
１
』
和
泉
書
院

一
九
九
四
年
）

服
部
康
喜

「太
宰

「陰
火
」
論
―
―
風
景
の
深
層
―
―
」
「
活
水
日
文
６
」

一
九
八
二
年
↓

「
『終
末
へ
の
序
章
』
―
―
太
宰
治
論
」
年
日
本
図

書
セ
ン
タ
上

δ

ｏ

一
年
）

平
岡
敏
夫

（前
掲
論
文
）

山
岸
外
史

『人
間
太
宰
治
』
（角
川
書
店

一
九
六
四
年
）

l101(0

言主
(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)(1)



国
　
『女
類
』
翁
八
雲
」
昭
和
二
十
三
年
四
月
発
表

『太
宰
治
全
集
十
巻
』
年
筑
摩
書
房

一
九
九
九
年
）

０
　
赤
木
孝
之

（前
掲
論
文
）

０
　
『東
京
八
景
』
翁
文
学
界
」
昭
和
十
六
年

一
月
発
表

『太
宰
治
全
集
五
巻
』
筑
摩
書
房

一
九
九
八
年
）

※
本
稿
は
、
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
秋
季
大
会

（二
〇
〇

一
年
十

一
月
二
日
於
奈
良
教
育
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
ま
し
た
。
席

上
御
教
示
頂
い
た
方
々
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

（な
が
は
ら
　
し
の
ぶ

・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
）

太
宰
治

『陰
火
』
論

一
〇

一




