
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
﹁
影
﹂
の
現
象
学

︱
﹃
響
き
と
怒
り
』
・
『
八
月
の
光
』
・
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
を
中
心
に

︱

小

山

敏

夫

・
・
・
・
・
・
明
日
が
来
り
︑
明
日
が
去
り
︑
又
去
っ
て
︑﹁
時
﹂

は
忍
び
足
に
︑
小
刻
み
に
︑
記
録
の
残
る
最
後
の
一
分
ま
で
経
過

し
て
し
ま
ふ
︒
総
て
昨
日
と
い
う
日
は
︑
阿
呆
共
が
死
ん
で
土
に

な
り
に
行
く
道
を
照
ら
し
た
の
だ
︒
・
・
・
・
・
・
消
え
ろ
〳
〵
︑
束
の
間

の
燭
火

と
も
し
び

！

人
生
は
歩
い
て
ゐ
る
影
た
る
に
過
ぎ
ん
︑
只
一
時
︑

舞
台
の
上
で
︑
ぎ
っ
く
り
ば
っ
た
り
を
や
っ
て
︑
や
が
て
最
早

も

う

噂

も
さ
れ
な
く
な
る
惨
め
な
俳
優
だ
︑
白
痴

ば

か

が
話
す
話
だ
︑
騒
ぎ
も

意
気
込
み
も
甚え

ら

い
が
︑
た
わ
い
な
い
も
の
だ
︒
・
・
・
・
・
・

﹃
マ
ク
ベ
ス
﹄
五
幕
五
場
︵
坪
内
逍
遥
訳
︶
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目
次

一

は
じ
め
に

二

﹁
丘
﹂
に
伸
び
る
長
い
影

三

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
の
時
間
と
影
︵﹃
響
き
と
怒
り
﹄︶

四

ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
の
人
種
の
影
と
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
亡
霊
︵﹃
八
月
の
光
﹄︶

五

ア
メ
リ
カ
南
部
の
影
と
亡
霊
︵﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄︶

六

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
影
の
現
象
学

一

は
じ
め
に

タ
イ
ト
ル
の
﹁﹃
影
﹄
の
現
象
学
﹂
は
︑
河
合
隼
人
の
著
書
﹃
影
の
現
象
学
﹄
を
脳
裏
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
︒
河
合
は
ユ
ン
グ
心
理

学
を
基
調
に
し
て
︑
影
を
人
間
の
無
意
識
と
結
び
付
け
︑
心
の
奥
深
く
に
潜
在
す
る
元
型
と
し
て
の
﹁
自
己
﹂︵se

lf,
S
e
lb
st

︶︵
河
合

四
五
︶
と
同
一
視
し
な
が
ら
︑
そ
れ
が
︑
心
の
病
や
霊
魂
と
深
く
関
わ
り
︑
夜
と
闇
︵
暗
黒
︶︑
悪
︵
夢
︶︑
不
可
視
な
も
の
︑
地
下
︵
他

界
・
地
獄
︶
な
ど
の
現
象
面
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
影
の
負
の
側
面
は
︑
対
峙
し
て

乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
で
あ
る
が
︑
一
方
で
著
者
は
︑
影
の
逆
説
を
説
き
︑
王
と
道
化
と
の
表
裏
の
関
係
や
︑
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
や
ス
ト

レ
ン
ジ
ャ
ー
の
果
た
す
役
割
な
ど
か
ら
︑
影
と
の
調
和
や
︑
人
間
の
創
造
性
へ
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
る
︒
ま
さ
に
影
は
︑
人
間
の
意

識
と
無
意
識
や
︑
生
と
死
の
間
に
深
く
割
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒

河
合
は
こ
れ
ら
の
影
の
存
在
や
役
割
を
︑
精
神
病
理
の
セ
ラ
ピ
ー
の
た
め
の
重
要
な
手
立
て
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
文
学
創
造
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に
お
け
る
影
の
存
在
も
︑
人
間
の
生
死
や
明
暗
の
根
源
的
な
有
り
様
を
映
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
本
質
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
に
お
け
る
影
に
関
し
て
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
過
去
幾
多
の
研
究
で
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
最
初
期
の

小
品
﹁
丘
﹂
を
嚆
矢
と
し
て
次
第
に
鮮
明
に
な
り
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
全
体
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
影
や
︑
そ
れ
と
緊
密
に
関
連
し

て
描
か
れ
て
い
る
幻
影
や
亡
霊
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
創
作
の
秘
密
に
迫
る
う
え
で
︑
ま
だ
ま
だ
論
じ
る
意
義
も
必
要
も
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
最
初
に
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
全
体
を
予
兆
す
る
影
と
も
言
え
る
小
品
﹁
丘
﹂
の
影
を
論
じ
︑
次
に
自
殺
を
前
に
し

た
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
つ
き
ま
と
う
影
の
正
体
を
追
う
︒
四
章
で
は
︑﹃
八
月
の
光
﹄
の
主
人
公
ク
リ
ス
マ
ス
に
つ
き

ま
と
う
影
が
︑
南
部
社
会
の
深
刻
な
人
種
表
象
と
な
っ
て
い
く
過
程
を
追
い
︑
そ
の
影
と
並
行
し
て
こ
の
作
品
で
露
わ
に
な
っ
て
く
る
亡

霊
と
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
︑
作
品
の
核
心
に
迫
る
︒
そ
し
て
五
章
で
は
︑
こ
れ
ら
の
集
大
成
と
も
言
え
る
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ

ム
！
﹄
全
体
を
覆
う
影
と
亡
霊
を
論
じ
な
が
ら
︑
最
後
に
︑
こ
れ
ら
の
影
や
亡
霊
の
世
界
の
背
後
に
潜
む
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
世
界
の

秘
密
に
迫
り
た
い
︒

二

﹁
丘
﹂
に
伸
び
る
長
い
影

ま
ず
何
よ
り
も
注
目
す
べ
き
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
影
の
モ
チ
ー
フ
が
︑
創
作
初
期
に
現
れ
︑
し
か
も
そ
れ
が
彼
の
文
学
に
一
貫
し
て

流
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
文
学
に
目
覚
め
た
頃
か
ら
多
く
の
詩
や
散
文
を
て
が
け
︑
現
実
の
影
の
描
写
と
と
も

に
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
影
を
描
い
て
い
る
が
︑
そ
の
中
で
も
小
品
﹁
丘
﹂
の
主
人
公
が
引
き
ず
る
影
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
全
体
の

影
の
予
兆
と
な
っ
て
お
り
︑
そ
れ
以
降
の
作
品
毎
に
そ
の
影
を
色
濃
く
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
︑
本
格
的
な
文
学
活
動
を
意
識
し
始
め
る
の
は
︑
ミ
シ
シ
ッ
ピ
大
学
を
や
め
た
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
が
︑
一
九
二
二
年

に
︑
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ィ
大
学
の
週
刊
新
聞
﹃
ミ
シ
ッ
シ
ピ
ア
ン
﹄
に
掲
載
し
た
散
文
詩
的
な
﹁
丘
﹂
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
出
発
点
と
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し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
作
品
で
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
こ
の
小
品
は
︑
一
九
一
九
年
の
﹁
幸
運
な
着
陸
﹂
に
つ
ぐ
︑
最
初
期
の
散
文
作

品
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
現
れ
て
い
る
影
の
モ
チ
ー
フ
が
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
全
体
を
貫
く
根
源
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
く
か
ら

で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
丘
﹂
の
主
人
公
に
は
︑
作
家
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
自
身
が
多
分
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
︑
主
人
公
か
ら
大
き

く
伸
び
る
影
に
は
︑
現
実
生
活
と
芸
術
探
求
と
の
間
で
呻
吟
す
る
作
家
の
心
情
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

物
語
は
︑
無
名
の
一
青
年
が
︑
西
に
沈
も
う
と
し
て
い
る
太
陽
を
背
に
し
て
丘
に
登
り
︑
眼
下
に
︑
四
月
の
平
和
に
黄
昏
れ
て
い
く
故

郷
の
町
を
見
下
ろ
す
場
面
か
ら
始
ま
る
︒
町
は
︑
彼
が
佇
む
丘
と
︑
東
側
の
対
極
に
位
置
す
る
丘
の
二
つ
の
地
平
の
間
に
沈
む
よ
う
に
静

か
に
横
た
わ
っ
て
い
る
︒
青
年
は
︑
町
で
平
凡
な
自
由
労
働
者
と
し
て
日
々
の
糧
を
得
な
が
ら
︑
一
方
で
︑
何
か
を
求
め
て
﹁
必
死
に
心

の
模
索
﹂︵te

rrific
g
ro
p
in
g
o
f
h
is

m
in
d

︶︵“T
h
e
H
ill”

8
7

︶
を
し
て
い
る
が
︑
そ
の
何
か
と
は
︑
心
の
糧
と
な
る
べ
き
芸
術
的
な

本
源
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
従
っ
て
︑
青
年
が
丘
に
佇
む
情
景
に
は
︑
地
理
的
な
二
つ
の
地
平
と
︑
彼
自
身
の
現
実
と
理
想
の
地
平
と

が
巧
み
に
重
ね
ら
れ
て
お
り
︑
あ
く
せ
く
働
く
日
常
の
中
で
︑﹁
黄
昏
時
の
谷
の
︑
か
す
か
な
抗
し
が
た
い
春
の
力
に
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ

る
︒﹂︵
同8

8

︶
そ
し
て
太
陽
が
西
に
沈
ん
で
︑
一
瞬
︑
青
年
は
詩
的
世
界
を
空
想
し
︑
陶
然
と
な
っ
て
現
実
世
界
に
戻
る
こ
と
を
忘
れ

か
け
る
︒
し
か
し
思
い
直
し
て
︑﹁
ゆ
っ
く
り
と
丘
を
下
り
て
﹂︵
同8

9

︶︑
現
実
世
界
へ
戻
っ
て
い
く
︒

こ
の
現
実
の
風
景
と
青
年
の
心
象
風
景
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
後
年
︑
彼
の
作
品
全
体
を
視
野
に
置
い
て
述
べ
た
︑﹁
私
自
身
の
小
さ

な
郵
便
切
手
の
よ
う
な
故
郷
の
地
﹂︵m

y
o
w
n
little

p
o
sta

g
e
sta

m
p
o
f
n
a
tiv

e
so
il

︶︵L
io

n
in

th
e

G
a

rd
en

2
5
5

︶
と
︑
そ
れ
を

基
に
創
造
さ
れ
た
︑﹁
私
自
身
の
小
さ
な
宇
宙
︵a

co
sm

o
s
o
f
m
y
o
w
n

︶﹂
を
予
兆
す
る
も
の
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
さ
ら
に

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
同
じ
文
脈
で
︑﹁
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
を
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
な
も
の
に
昇
華
す
る
﹂︵su

b
lim

a
tin

g
th
e
a
ctu

a
l

in
to

a
p
o
cry

p
h
a
l

︶
と
述
べ
た
が
︑
こ
の
創
造
の
理
念
は
︑
青
年
の
日
々
の
糧
を
得
る
姿
と
︑
丘
で
︑
心
中
を
模
索
し
な
が
ら
創
造
世

界
に
生
き
よ
う
と
す
る
姿
と
呼
応
し
て
い
る
︒
そ
し
て
丘
に
立
っ
て
町
を
見
下
ろ
す
青
年
の
︑﹁
巨
大
な
﹂︵m

o
n
stro

u
s

︶
影
が
︑﹁
何

か
を
予
兆
す
る
よ
う
に
﹂︵lik

e
a
p
o
rte

n
t

︶︵“T
h
e
H
ill”

8
7

︶
教
会
に
か
か
る
が
︑
こ
の
影
は
ま
た
︑﹁
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
ア
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ポ
ク
リ
フ
ァ
ル
な
も
の
﹂
と
の
二
つ
の
世
界
の
橋
渡
し
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
こ
の
﹁
丘
﹂
を
凝
縮
し
た
詩
篇
と
︑
次
に
敷
衍
し
て
散
文
｢妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
｣を
書
い
て
い
く
が
︑
そ
こ
で
注

目
す
べ
き
こ
と
は
︑﹁
巨
大
な
﹂
と
直
喩
的
に
形
容
さ
れ
て
い
た
影
が
︑
暗
喩
的
な
﹁
不
吉
な
影
﹂︵sin

iste
r
sh
a
d
o
w

︶
に
変
化
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
影
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
︑
直
接
的
に
は
明
日
へ
の
不
安
を
暗
示
し
て
い
る
が
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
作
品
の
全
体
の

中
で
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
︑
一
筋
縄
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
多
義
性
に
富
み
︑
あ
と
で
議
論
す
る
よ
う
に
︑
多
く
の
作
品
で
重
要
な
役
割
を

果
た
す
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
作
品
の
深
化
と
も
関
わ
る
が
︑
こ
の
影
の
変
容
と
並
行
し
て
顕
著
に
な
る
の
が
︑
性
と

死
の
イ
メ
ー
ジ
の
深
化
で
あ
る
︒
心
を
模
索
し
て
い
る
青
年
は
︑
一
瞬
︑﹁
彼
の
心
の
障
壁
を
破
っ
て
彼
に
話
し
か
け
よ
う
と
し
た
﹂

︵“T
h
e
H
ill”

8
8

︶︑﹁
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
を
掴
み
か
け
る
﹂︵
同8

7

︶
が
逃
し
て
し
ま
う
︒
後
で
触
れ
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
何

か
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
﹂
は
︑
散
文
｢妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
｣
で
は
︑﹁︹
水
に
濡
れ
て
︺
輝
い
て
い
る
女
性
の
姿
を
し
た
死
﹂︵d

e
a
th

lik
e
a
w
o
m
a
n
sh
in
in
g

︶︵“N
y
m
p
h
o
le
p
sy
”
1
5
3

︶
と
明
示
さ
れ
て
い
る
︒

小
品
﹁
丘
﹂
は
︑
七
六
〇
語
程
度
の
短
い
も
の
だ
が
︑
い
ま
触
れ
た
よ
う
に
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
中
核
的
な
テ
ー
マ
や
メ
タ
フ
ァ
ー

が
す
で
に
見
ら
れ
︑
そ
の
後
の
作
品
で
も
こ
れ
ら
は
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
く
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
こ
の
中
核
的
な
主
題
や
影
の
メ

タ
フ
ァ
ー
を
基
盤
に
据
え
︑
初
め
は
詩
作
品
と
し
て
凝
縮
し
︑
次
に
敷
衍
し
て
﹁
妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
﹂
を
書
き
な
が
ら
︑
習
作
期
の
実

験
を
積
み
重
ね
︑
次
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
た
の
で
あ
る
︒

﹁
丘
﹂
を
凝
縮
し
た
詩
篇
の
︑
正
確
な
創
作
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
︑
一
九
二
四
年
に
︑
フ
ィ
ル
・
ス
ト
ー
ン
の
尽
力
で
︑
単
行
本
と

し
て
初
め
て
出
版
さ
れ
た
詩
集
﹃
大
理
石
の
牧
神
﹄
に
︑﹁
一
〇
﹂
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
詩
篇
で
も
︑
日
々
の
現
実
の
苦
痛

の
生
活
と
︑
詩
的
な
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
で
葛
藤
す
る
姿
が
描
か
れ
︑
そ
の
中
で
︑
影
が
重
要
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
描
き
込
ま
れ

て
い
る
︒
第
二
連
で
は
︑
い
ま
は
︑﹁
パ
ン
を
求
め
て
大
地
と
格
闘
す
る
彼
の
背
後
か
ら
︑
労
働
が
し
た
た
か
に
待
ち
構
え
て
お
り
﹂︑
明

日
は
︑﹁
彼
の
回
り
を
不
吉
な
影
が
取
り
囲
む
﹂︵T

h
e

M
a

rb
le

F
a

u
n

a
n

d
A

G
reen

B
o
u

g
h
3
0

︶
と
描
写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
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こ
で
も
目
の
前
に
迫
る
現
実
と
︑
不
安
な
明
日
が
対
比
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
不
吉
な
影
﹂
は
︑
父
た
る
﹁
死
﹂︵D

e
a
th

︶
と
︑
母

た
る
﹁
嘲
笑
﹂︵D

e
risio

n

︶
と
い
う
二
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
並
行
し
て
連
想
さ
れ
て
お
り
︑
影
の
暗
い
色
合
い
の
度
を
増
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
変
容
は
︑
影
が
主
人
公
の
内
面
に
巣
く
う
不
気
味
な
存
在
で
あ
り
︑
明
日
へ
の
不
安
が
よ
り
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
︒
詩
篇
で
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
は
︑﹁
二
つ
の
地
平
に
挟
ま
れ
て
﹂︑﹁
壺
の
上
で
恐
ろ
し
い
姿
﹂︵A

te
rrific

fig
u
re

o
n
a
n

u
rn

︶︵
同3

0

︶
と
な
っ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
愛
読
し
た
︑
キ
ー
ツ
の
詩
篇
﹁
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
に
寄
せ
る
賦
﹂
に
描
か

れ
た
︑
ニ
ン
フ
に
迫
ろ
う
と
す
る
妖
精
が
︑
愛
の
成
就
の
瞬
間
に
止
め
ら
れ
て
︑
不
動
の
姿
勢
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
ニ
ン
フ
の
美
が
永
遠

に
保
持
さ
れ
て
い
る
壺
の
上
の
描
写
と
重
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
俗
界
と
詩
神
の
世
界
と
の
境
界
に
あ
っ
て
︑﹁
丘
﹂
以
上
に
深
い

沈
黙
の
深
淵
が
主
人
公
を
押
し
包
ん
で
い
る
︒
ま
さ
に
静
止
し
た
大
理
石
の
牧
神
の
如
く
︑
必
死
に
何
か
を
求
め
な
が
ら
身
動
き
で
き
な

い
様
子
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
︑﹁
不
吉
な
影
﹂
と
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
こ
れ
ら
の
小
品
と
詩
編
で
描
か
れ
る
世
界
を
︑﹁
妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
﹂
で
敷
衍
し
深
化
さ
せ
て
い
く
︒

こ
の
作
品
は
︑
一
九
二
五
年
初
期
︑
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒﹁
丘
﹂
か
ら
数
年
た
ち
︑
異
郷
で
の
前
向
き

な
創
作
姿
勢
と
も
あ
い
ま
っ
て
︑
影
の
度
合
い
は
一
層
深
ま
っ
て
い
る
︒
前
作
で
は
曖
昧
で
あ
っ
た
性
的
な
色
彩
が
濃
密
に
な
り
︑
キ
ー

ツ
の
ニ
ン
フ
像
と
も
重
な
り
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
は
す
ぐ
に
も
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
を
初
め
と
す
る
前
期
の
重
要
な
作
品
と
繋
が
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
︒

﹁
妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
﹂
で
も
︑
同
じ
く
自
由
労
働
者
が
丘
に
登
る
が
︑
季
節
が
春
か
ら
麦
を
収
穫
す
る
夏
に
移
っ
て
お
り
︑
彼
の
労

働
の
内
容
が
よ
り
具
体
化
し
︑
現
実
の
︑
単
調
な
生
活
︑
土
に
ま
み
れ
た
農
作
業
︑
食
べ
物
や
眠
り
︑
す
え
た
音
楽
を
想
起
さ
せ
る
質
素

な
服
装
の
少
女
の
こ
と
な
ど
が
頭
を
離
れ
な
い
︒
そ
し
て
︑
詩
篇
同
様
︑
明
日
の
苦
役
を
暗
示
す
る
︑﹁
彼
を
回
る
不
吉
な
影
﹂︵h

is

sin
iste

r
circlin

g
sh
a
d
o
w

︶︵“N
y
m
p
h
o
le
p
sy
”
1
4
9

︶
が
さ
し
て
い
る
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
前
二
作
よ
り
︑
不
気
味
さ
と
神
秘
性
が
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深
ま
り
︑
森
の
﹁
神
﹂︵g

o
d

︶
が
彼
の
行
動
を
注
視
し
︑
木
々
が
擬
人
化
さ
れ
て
彼
を
凝
視
し
て
い
る
こ
と
や
︑
前
作
に
希
薄
で
あ
っ

た
性
的
な
色
合
い
が
濃
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

主
人
公
は
︑
女
か
少
女
の
姿
を
し
た
︑
何
か
不
気
味
な
も
の
に
追
わ
れ
て
い
る
と
感
じ
︑
そ
れ
に
触
れ
た
い
気
持
ち
と
恐
怖
感
が
重
な

る
︒
彼
は
︑
森
中
の
凝
視
を
感
じ
な
が
ら
︑
不
安
の
な
か
︑
急
い
で
町
に
帰
ろ
う
と
し
て
小
川
の
橋
を
渡
ろ
う
と
す
る
が
︑
滑
っ
て
暗
い

水
中
に
落
ち
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
も
の
︵P
re
se
n
ce

︶
に
迫
ら
れ
て
死
を
覚
悟
す
る
が
︑
必
死
に
水
中
で
も
が
く
う

ち
に
︑
彼
の
身
体
に
何
か
が
触
れ
る
の
を
感
じ
︑
そ
れ
が
き
ら
き
ら
輝
く
女
の
姿
を
し
た
﹁
死
﹂
だ
と
直
感
す
る
︒
青
年
は
︑
何
と
か
そ

の
﹁
死
﹂
か
ら
逃
れ
︑
や
っ
と
の
こ
と
で
水
︵
死
︶
か
ら
這
い
あ
が
る
︒
そ
し
て
︑
月
光
下
︑
女
の
姿
を
追
い
か
け
る
が
見
失
っ
て
失
望

す
る
が
︑
同
時
に
︑
水
中
で
女
の
姿
を
し
た
﹁
死
﹂
に
触
れ
た
こ
と
に
ほ
っ
と
す
る
︒
そ
れ
は
︑
水
中
で
の
得
体
の
知
れ
な
い
存
在
に
具

体
的
に
触
れ
た
安
堵
感
で
あ
り
︑
心
に
こ
び
り
つ
い
て
い
た
憑
き
物
か
ら
の
解
放
感
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
︑﹁
彼
を
悩
ま
し
て
い
た
存
在

︵P
re
se
n
ce

︶
が
消
え
︑
闇
と
影
だ
け
が
彼
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
﹂︵
同

1
5
4

︶
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
彼
は
再
び
丘
で
村

を
眼
下
に
し
た
後
︑
ま
だ
濡
れ
て
い
る
足
に
つ
い
た
土
埃
を
感
じ
︑
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
現
実
生
活
を
脳
裏
に
し
て
ゆ
っ
く
り
と
丘
を
下

り
て
行
く
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
丘
﹂
と
詩
篇
﹁
一
〇
﹂︑
そ
し
て
﹁
妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
﹂
の
三
位
一
体
と
も
言
え
る
一
連
の
作
品
群
に
は
︑
作
家
の

具
体
的
な
生
活
の
糧
を
得
よ
う
と
す
る
現
実
の
側
面
と
︑
理
想
の
詩
神
を
求
め
る
二
つ
の
葛
藤
が
描
か
れ
︑
そ
の
中
に
女
性
︵
性
と
死
︶

と
の
接
触
と
解
放
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
解
放
さ
れ
た
と
は
言
え
︑
彼
の
心
に
は
︑
い
つ
に
変
わ
ら
ぬ
︑﹁
時
と
息

吹
の
昔
な
が
ら
の
絶
望
﹂︵
同1

5
5

︶
が
巣
く
っ
た
ま
ま
で
あ
る
︒

従
っ
て
︑
こ
の
連
続
し
た
三
作
の
基
調
に
は
︑﹁
不
吉
な
影
﹂
は
消
え
な
い
が
︑
作
品
毎
に
明
日
へ
の
意
識
変
化
が
見
ら
れ
る
︒
最
初

の
﹁
丘
﹂
で
は
︑
詩
的
世
界
に
我
を
忘
れ
て
︑﹁
一
瞬
町
へ
帰
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
忘
れ
﹂︵“T

h
e
H
ill”

8
8

-89

︶︑
詩
篇
で
は
︑

身
動
き
で
き
ず
︑﹁
帰
れ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
︒﹂︵T

h
e

M
a

rb
le

F
a

u
n

a
n

d
A

G
reen

B
o
u

g
h
3
0

︶
だ
が
︑
最
後
の
﹁
妖
精
に
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魅
せ
ら
れ
て
﹂
で
は
︑
迷
い
は
な
く
︑
ゆ
っ
く
り
と
丘
を
下
り
て
行
く
︒
そ
れ
は
︑
詩
篇
の
﹁
二
つ
の
地
平
﹂
で
身
動
き
が
と
れ
な
か
っ

た
主
人
公
が
︑﹁
丘
と
谷
︵
川
︶﹂
の
二
つ
の
地
平
︑
ま
た
性
と
死
の
地
平
か
ら
抜
け
出
し
て
明
日
に
向
か
っ
て
動
き
出
す
こ
と
を
暗
示
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
︒

こ
れ
ら
の
作
品
に
は
︑
作
家
自
身
が
︑
相
当
程
度
ま
で
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑
こ
の
丘
を
下
り
る
若

者
の
歩
み
に
は
︑
明
日
に
向
か
っ
て
詩
神
を
求
め
る
作
家
︵
芸
術
家
︶
志
望
の
意
識
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
ら
一
連
の

作
品
で
描
か
れ
て
い
る
二
面
性
と
︑
そ
の
葛
藤
を
描
く
世
界
の
︑
象
徴
的
な
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
﹁
不
吉
な
影
﹂
で
あ

り
︑
次
に
論
じ
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
や
ク
リ
ス
マ
ス
な
ど
に
連
続
し
な
が
ら
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
作
品
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
不
吉
な
影
﹂
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
初
期
か
ら
現
れ
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
﹁
小
さ
な
私
自
身
の
宇
宙
﹂
と
い
う
ヨ
ク
ナ
パ

ト
ウ
フ
ァ
世
界
の
重
要
な
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
お
り
︑
次
第
に
異
な
っ
た
要
素
を
付
加
し
な
が
ら
深
化
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ

れ
で
は
一
体
こ
の
影
は
ど
こ
に
源
泉
が
あ
り
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

も
っ
と
も
可
能
性
が
強
い
の
は
︑
南
北
戦
争
に
敗
れ
て
︑
悲
惨
な
歴
史
を
辿
っ
て
き
た
南
部
を
︑
強
く
意
識
し
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
心

底
に
︑
早
く
か
ら
巣
く
っ
て
い
た
運
命
観
が
さ
す
影
で
あ
り
︑
そ
の
影
に
共
振
す
る
様
々
な
文
芸
の
先
達
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
幼
少
の
頃
︑﹃
メ
ン
フ
ィ
ス
の
白
い
薔
薇
﹄
を
書
い
た
曾
祖
父
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
語
っ
た
よ
う
に
︑
早
く
か
ら

作
家
を
志
望
し
︑
彼
自
身
の
南
部
の
栄
光
と
敗
北
は
︑
彼
の
意
識
の
深
く
に
沈
潜
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

長
じ
て
は
︑
同
郷
の
四
歳
上
の
弁
護
士
フ
ィ
ル
・
ス
ト
ー
ン
の
指
南
も
あ
っ
て
︑
外
国
の
文
学
作
品
に
触
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
︒

初
め
は
詩
文
に
対
す
る
関
心
が
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
次
第
に
人
間
の
深
奥
を
え
ぐ
る
ド
ラ
マ
や
小
説
世
界
に
入
り
込
み
︑
聖
書
や

古
今
東
西
の
古
典
に
親
し
む
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
中
で
︑
と
り
わ
け
強
い
衝
撃
を
受
け
た
一
人
が
︑
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
し
て
中
で
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
強
い
衝
撃
を
受
け
共
感
し
た
の
は
︑﹃
マ
ク
ベ
ス
﹄

で
あ
ろ
う
︒
彼
は
︑
そ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
創
作
に
利
用
し
て
︑
セ
リ
フ
の
一
部
を
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
た
り
︑
そ
の
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劇
作
の
影
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
巧
み
に
翻
案
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
従
来
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
強

調
し
た
い
の
は
︑
い
ま
ま
で
触
れ
て
き
た
︑
作
家
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
と
り
つ
く
初
期
の
﹁
不
吉
な
影
﹂
が
︑﹃
マ
ク
ベ
ス
﹄
の
︑﹁
歩
く
影
﹂

︵w
a
lk
in
g
sh
a
d
o
w

︶
で
表
象
さ
れ
て
い
る
︑
人
間
の
運
命
観
と
不
即
不
離
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
マ
ク
ベ
ス
の
﹁
歩

く
影
﹂
を
︑
い
ま
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
丘
﹂
な
ど
の
初
期
の
作
品
で
か
な
り
写
実
性
を
持
た
せ
な
が
ら
︑
次
第
に
︑
彼
独
自
の

象
徴
性
に
深
化
さ
せ
て
い
く
過
程
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

も
ち
ろ
ん
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
先
達
の
影
響
や
利
用
が
︑
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア

ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
︵A

A
1
4
2

︶︑
一
作
品
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し

か
し
次
の
章
で
触
れ
る
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
は
︑
タ
イ
ト
ル
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
自
殺
前
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
は
歩
く
影
が
つ
き
ま
と
い
︑

﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
も
︑
マ
ク
ベ
ス
の
﹁
歩
く
影
﹂
と
同
様
︑
旧
い
南
部
の
﹁
不
吉
な
影
﹂
に
圧
倒
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
︑
当
時
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
創
作
に
と
っ
て
︑﹁
歩
く
影
﹂
は
︑
も
っ
と
も
親
近
性
の
あ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

五
章
で
議
論
す
る
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
︑
ロ
ー
ザ
・
コ
ー
ル
ド
フ
イ
ー
ル
ド
が
︑
サ
ト
ペ
ン
を
︑﹁
あ
の
男
は
い
わ

ば
歩
く
影
で
し
た
︒
彼
は
︑
強
烈
な
悪
魔
の
提
灯
に
よ
っ
て
︑
大
地
の
堅
い
表
面
の
下
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
の
苦
悩
の
︑
光

に
眼
が
く
ら
ん
だ
コ
ウ
モ
リ
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
﹂︵A

A
1
3
9

︶
と
形
容
す
る
が
︑
そ
こ
に
は
︑
ロ
ー
ザ
の
サ
ト
ペ
ン
像
が
悪
鬼

と
な
り
︑
マ
ク
ベ
ス
像
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
こ
の
ロ
ー
ザ
に
出
会
う
前
に
一
度
は
自
殺
す
る
が
︑
彼
に
つ
き
ま
と
う
不
吉
な
影
は
︑
ま
だ
コ
ン
プ
ソ
ン
家
の
家

族
が
中
心
で
︑
父
母
や
︑
妹
の
キ
ャ
デ
ィ
と
の
関
わ
り
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
︒
ま
ず
そ
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
青
年
に
つ
き
ま
と
う
不
吉

な
影
を
見
て
み
よ
う
︒
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三

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
の
時
間
と
影
︵﹃
響
き
と
怒
り
﹄︶

﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
出
版
は
一
九
二
九
年
で
あ
る
が
︑
一
九
三
三
年
に
再
版
の
た
め
に
掲
載
す
る
予
定
だ
っ
た
前
書
き
が
︑
未
完
の
ま

ま
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
そ
れ
ま
で
の
五
年
間
を
振
り
返
り
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
が
大
き
な
転
換
点
で
あ
っ
た

こ
と
や
︑
そ
の
前
の
﹃
土
に
ま
み
れ
た
旗
﹄
の
出
版
に
際
し
て
は
︑
出
版
社
を
か
け
ず
り
回
り
︑
次
第
に
希
望
が
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
を

述
懐
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
あ
る
日
突
然
︑
私
と
あ
ら
ゆ
る
出
版
社
の
住
所
と
本
の
リ
ス
ト
の
間
の
ド
ア
が
静
か
に
︑
そ
し
て
永
遠
に

閉
じ
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
﹂︑
自
ら
に
︑﹁
さ
あ
書
け
る
ぞ
﹂︵“A

n
In
tro

d
u
ctio

n
to

T
h

e
S

o
u

n
d

A
n

d
T

h
e

F
u

ry
”
1
5
8

︶
と
言
い
聞

か
せ
な
が
ら
書
き
始
め
た
と
記
し
て
い
る
︒
ま
た
小
説
の
構
想
と
執
筆
経
緯
に
関
し
て
︑﹁
西
洋
梨
の
木
に
登
っ
て
︑
お
ば
あ
さ
ん
の
葬

式
が
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
部
屋
を
窓
越
し
に
の
ぞ
き
︑
木
の
下
に
い
る
弟
た
ち
に
︑
中
の
様
子
を
知
ら
せ
て
い
る
少
女
の
ズ
ロ
ー
ス

の
お
尻
の
部
分
が
泥
で
汚
れ
て
い
る
﹂︵L

io
n

in
th

e
G

a
rd

en
2
4
5

︶
心
象
風
景
を
膨
ら
ま
せ
て
︑
そ
こ
に
自
殺
を
目
前
に
し
た
コ
ン

プ
ソ
ン
家
の
長
男
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
を
描
き
込
ん
だ
と
説
明
し
て
い
る
︒
実
際
︑
物
語
は
︑
兄
妹
の
関
係
を
中
心
と
し
て
︑
兄
弟
や
両
親
と

の
関
係
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
を
取
り
囲
む
不
吉
な
影
は
︑
社
会
性
よ
り
個
人
的
な
色
彩
が
強
く
押
し
出
さ
れ
て

い
る
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
を
覆
う
不
吉
な
影
は
︑
先
に
触
れ
た
初
期
の
作
品
以
上
に
︑
生
の
不
安
そ
の
も
の
の
表
象
と
な
り
︑
自
己
存
在
の
有
り

様
を
模
索
す
る
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い
る
︒
外
界
と
の
ド
ア
を
閉
め
︑
創
作
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
︑
乾
坤
一
擲
の
心
境
で
作
品
に
筆

を
染
め
た
と
き
︑
初
期
の
﹁
丘
﹂
を
初
め
と
す
る
諸
編
の
無
名
の
自
由
労
働
者
の
青
年
像
は
︑
不
吉
な
影
を
引
き
ず
る
﹃
響
き
と
怒
り
﹄

の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒

い
ま
乾
坤
一
擲
の
心
境
と
言
っ
た
が
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
出
版
社
を
頭
か
ら
取
り
払
い
︑
た
だ
一
心
に
︑
精
魂
を
使
い
果
た
す
ほ
ど
集
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中
し
て
作
品
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
彼
は
︑
い
ま
ま
で
の
文
学
モ
チ
ー
フ
を
最
大
限
に
活
用
し
︑
新
し
い
実
験
的
な
手
法
を

用
い
︑
ま
さ
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
作
家
と
し
て
新
し
い
文
学
境
地
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
実
験
的

な
手
法
は
︑
最
初
の
ベ
ン
ジ
ー
の
章
を
筆
頭
に
四
章
全
体
に
見
ら
れ
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
影
に
焦
点
を
当
て
て
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
章
を

中
心
に
考
え
る
︒

﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
第
二
章
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
語
り
で
︑
一
九
一
〇
年
の
六
月
二
日
の
朝
か
ら
自
殺
ま
で
の
物
語
で
あ
る
︒
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
で
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
一
日
の
行
動
は
︑
自
殺
の
た
め
の
具
体
的
な
準
備
で
あ
る
が
︑
そ
の
自
殺
に
ま
つ
わ
る
背
景
が
︑
数
々

の
記
憶
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
展
開
し
て
い
く
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
自
殺
の
最
た
る
原
因
は
︑
唯
一
家
族
の
中
で
心
の
通
じ
る
妹
キ
ャ
デ
ィ

の
喪
失
で
あ
り
︑
そ
れ
を
加
速
さ
せ
て
い
る
︑
酒
に
溺
れ
︑
人
生
に
対
す
る
諦
観
と
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
父
と
︑
救
い
と
愛
を
求

め
る
息
子
に
︑
一
切
応
え
て
く
れ
な
い
母
親
を
中
心
と
し
た
家
庭
環
境
で
あ
る
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
最
後
の
拠
り
所
と
す
る
妹
キ
ャ
デ
ィ
の
︑
泥
で
汚
れ
た
ズ
ロ
ー
ス
が
︑
ま
さ
に
不
吉
な
影
を
表
象
し
て
い
る
︒﹁
彼

女
は
︑
暗
い
未
来
を
す
で
に
見
て
お
り
﹂︵“A

n
In
tro

d
u
ctio

n
to

T
h

e
S

o
u

n
d

A
n

d
T

h
e

F
u

ry
”
1
6
0

︶︑
崩
壊
す
る
旧
家
を
何
と
か

支
え
よ
う
と
し
て
︑
彼
女
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
が
︑
そ
の
彼
女
が
﹁
宿
命
づ
け
ら
れ
た
少
女
﹂
と
な
っ
て
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
覆
い

被
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

物
語
冒
頭
で
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
父
か
ら
贈
ら
れ
た
祖
父
の
懐
中
時
計
の
音
を
聞
く
が
︑
そ
れ
は
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
人
生
を
大
き
く

左
右
す
る
象
徴
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
︒
父
は
息
子
に
時
計
を
渡
す
と
き
︑﹁
す
べ
て
の
希
望
と
欲
望
の
墓
碑
を
お
前
に
や
ろ
う
﹂
と

言
い
︑
そ
れ
を
贈
る
理
由
は
︑﹁
時
間
を
忘
れ
ず
に
い
る
た
め
で
は
な
く
︑
た
ま
に
は
し
ば
し
時
間
を
忘
れ
て
︑
時
間
を
征
服
し
よ
う
な

ど
と
い
う
試
み
に
命
を
す
り
へ
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
﹂︵S

F
7
6

︶
で
あ
り
︑
ど
ん
な
戦
い
に
も
︑﹁
勝
利
な
ん
て
も
の
は
︑
哲
学

者
や
愚
か
者
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
﹂
と
い
う
敗
北
の
哲
学
で
あ
っ
た
︒
父
は
ま
た
︑﹁
人
間
は
不
幸
の
総
和
﹂︵S

F
1
0
4

︶
だ
と
言
う
︒

そ
し
て
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
死
の
寸
前
に
思
い
出
す
の
は
︑﹁
す
べ
て
の
人
間
は
た
だ
ゴ
ミ
の
山
か
ら
集
め
た
お
が
ク
ズ
が
固
ま
っ
た
も
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の

そ
の
お
が
ク
ズ
を
詰
め
込
ん
で
作
っ
た
人
形
に
過
ぎ
な
い
﹂︵S

F
1
7
5

︶
と
い
う
父
の
言
葉
で
あ
り
︑
必
死
で
抵
抗
す
る
息
子
に
︑

﹁﹃
も
う
な
い
﹄
と
い
う
の
は
あ
ら
ゆ
る
言
葉
の
中
で
一
番
悲
し
い
言
葉
な
の
だ
よ

世
の
中
に
は
ほ
か
に
な
に
も
な
い
の
だ

時
間
の
流

れ
に
飲
み
込
ま
れ
る
ま
で
は
絶
望
で
す
ら
な
い
し
﹃
も
う
な
い
﹄
と
な
る
ま
で
は
時
間
す
ら
な
い
の
だ
よ
﹂︵S

F
1
7
8

︶
と
い
う
と
ど
め

を
さ
す
よ
う
な
諭
し
で
あ
っ
た
︒

一
方
母
は
︑﹁
僕
が
お
母
さ
ん

と
呼
べ
さ
え
し
た
ら
︒
お
母
さ
ん
﹂︵S

F
9
5

︶︑﹁
も
し
僕
に
母
親
さ
え
い
た
ら

お
母
さ
ん

お
母

さ
ん
と
呼
べ
さ
え
し
た
ら
﹂︵S

F
1
7
2

︶
と
い
う
︑
絶
望
に
近
い
息
子
の
叫
び
に
応
え
て
く
れ
な
い
︒
世
間
的
に
は
︑
東
部
の
名
門
大
学

の
学
生
と
な
っ
た
コ
ン
プ
ソ
ン
家
の
長
男
だ
が
︑
ベ
ン
ジ
ー
農
場
を
売
り
払
っ
て
学
資
に
し
︑
キ
ャ
デ
ィ
を
失
い
︑
も
は
や
家
に
救
い
も

頼
り
と
す
る
者
も
な
く
自
殺
し
か
選
ぶ
ほ
か
な
か
っ
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
で
あ
っ
た
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
最
愛
の
キ
ャ
デ
ィ
を
守
ろ
う
と
︑
ド
ー
ル
ト
ン
・
エ
イ
ム
ズ
に
立
ち
向
か
う
が
︑
赤
子
の
よ
う
に
ひ
ね
ら
れ
︑
最

後
に
︑
父
に
︑
妹
と
の
近
親
相
姦
を
犯
し
た
と
言
い
張
る
が
︑
そ
の
妄
想
は
何
の
効
力
も
な
い
︒
す
べ
て
を
否
定
さ
れ
て
︑
彼
は
異
郷
の

地
で
自
殺
を
決
意
す
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
つ
き
ま
と
っ
て
分
身
と
な
っ
て
い
る
の
が
影
で
あ
る
︒

自
殺
す
る
当
日
の
朝
の
描
写
は
︑
窓
枠
の
影
と
時
計
の
音
の
描
写
で
始
ま
る
︒﹁
窓
枠
の
影
が
カ
ー
テ
ン
に
映
る
と
︑
七
時
と
八
時
の

あ
い
だ
だ
と
わ
か
り
︑
す
る
と
僕
は
ふ
た
た
び
時
間
の
中
に
い
て
時
計
の
音
が
聞
こ
え
て
い
た
︒﹂︵S

F
7
6

︶
こ
の
影
は
や
が
て
ク
エ
ン

テ
ィ
ン
の
影
の
描
写
に
移
行
し
︑
時
間
と
と
も
に
変
化
し
な
が
ら
︑
生
身
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
と
不
即
不
離
の
関
係
に
な
る
︒﹁
橋
の
影
︑

つ
ま
り
て
す
り
の
横
木
の
列
の
影
︑
そ
れ
か
ら
川
面
に
ぺ
っ
た
り
と
映
っ
た
僕
の
影
︑
こ
ん
な
ふ
う
に
あ
っ
さ
り
︑
僕
か
ら
離
れ
よ
う
と

し
な
い
影
の
や
つ
を
僕
は
出
し
抜
い
て
や
っ
た
の
だ
﹂︵S

F
9
0

︶
と
い
っ
た
心
情
表
現
や
︑﹁
だ
か
ら
気
を
つ
け
な
い
と
︑
僕
が
出
し
ぬ

い
て
水
に
落
と
し
て
や
っ
た
影
が
ま
た
見
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
性
懲
り
の
な
い
影
の
や
つ
を
ま
た
踏
ん
で
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
﹂︵S

F
9
5

-96

︶
と
い
っ
た
描
写
に
は
︑
分
身
の
影
に
対
す
る
強
い
敵
対
感
情
す
ら
感
じ
ら
れ
る
︒

こ
う
し
て
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
分
身
と
な
っ
た
影
は
︑
次
第
に
彼
の
意
識
の
深
層
に
ま
で
食
い
込
み
︑
時
計
︵
の
音
︶
と
表
裏
一
体
と
な
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り
︑
や
が
て
そ
れ
が
妹
キ
ャ
デ
ィ
に
対
す
る
近
親
相
姦
妄
想
へ
と
加
速
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
途
中
で
出
会
っ
た
︑
妹
と
の
連
想
を
呼
ぶ
︑
イ

タ
リ
ア
の
少
女
と
の
関
わ
り
が
意
識
の
混
濁
を
強
め
て
い
く
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
少
女
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
走
り
出
す
が
︑
少
女
と
影

が
重
な
り
合
い
︑
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
︒﹁
僕
は
さ
ら
に
速
度
を
ゆ
る
め
︑
僕
の
影
は
僕
よ
り
前
に
出
て
︑
柵
を
隠
す
ほ
ど
伸
び

た
雑
草
の
中
に
頭
を
入
れ
て
引
き
ず
っ
て
い
く
が
︑
逃
れ
ら
れ
な
い
︒﹂︵S

F
1
3
3

︶
次
第
に
影
の
存
在
が
大
き
く
な
り
︑
最
後
は
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
自
身
の
存
在
の
不
安
が
影
そ
の
も
の
と
化
し
て
い
く
︒

安
定
し
て
い
た
一
切
の
も
の
が
影
と
な
り

矛
盾
と
な
り

僕
が
し
て
き
た
こ
と
す
べ
て
が
影
と
な
り

僕
が
感
じ

苦
し
ん
で
き
た
こ
と
が

目

に
見
え
る
滑
稽
で
い
び
つ
な
影
を
ま
と
い

そ
れ
ら
の
影
は
意
味
も
な
く
あ
ざ
け
っ
て

主
張
す
る
は
ず
だ
っ
た
存
在
理
由
を
み
ず
か
ら
否
定
す
る

こ
と
を
本
性
と
し
な
が
ら

僕
は
い
た

僕
は
い
な
か
っ
た

誰
が
い
な
か
っ
た

い
な
か
っ
た
の
は
誰
か

と
考
え
る
ば
か
り
な
の
だ
っ
た
︒

︵S
F
1
7
0

︶

死
直
前
に
は
︑
生
死
の
境
界
が
薄
れ
︑
異
郷
に
あ
っ
て
ス
イ
カ
ズ
ラ
の
香
る
ミ
シ
シ
ッ
ピ
の
意
識
が
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
切
実
な
心
情
を

追
い
詰
め
て
い
く
︒

ま
だ
十
五
分
あ
る
︒
そ
れ
か
ら
僕
は
い
な
く
な
る
︒
最
高
に
平
和
な
言
葉
だ
︒
最
高
に
平
和
な
言
葉
︒
我
在
ら
ざ
り
き

ノ

ン

・

フ

イ

︒
我
在
り

ス

ム

︒
我
在
り
き

フ

イ

︒

我
在
ら
ず

ノ

ン

・

ス

ム

︒
昔
ど
こ
か
で
鐘
の
音
を
聞
い
た
︒
ミ
シ
シ
ッ
ピ
か
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
だ
︒
僕
は
い
た
︒
僕
は
い
な
い
︒
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
か
ミ
シ

シ
ッ
ピ
だ
︒︵S

F
1
7
4

︶

そ
し
て
先
ほ
ど
引
用
し
た
︑﹁
も
う
な
い
﹂
と
い
う
父
の
言
葉
を
想
起
し
な
が
ら
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
最
後
の
身
支
度
を
調
え
て
入
水
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に
向
か
う
︒﹁
最
後
の
鐘
の
音
が
鳴
っ
た
︒
つ
い
に
そ
の
響
き
が
や
む
と
︑
暗
闇
は
ふ
た
た
び
静
か
に
な
っ
た
︒
僕
は
居
間
に
行
っ
て
明

か
り
を
つ
け
た
︒
チ
ョ
ッ
キ
を
身
に
つ
け
た
︒﹂︵S

F
1
7
8

︶

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
は
︑
清
澄
で
秩
序
だ
っ
た
情
景
描
写
で
終
わ
る
も
の
が
多
い
︒
こ
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
も
︑
す
べ
て
の
混
乱
が

一
気
に
押
し
寄
せ
た
後
︑
儀
式
的
と
も
言
え
る
死
の
準
備
を
終
え
︑
落
ち
着
き
と
清
澄
な
心
情
で
最
期
を
迎
え
︑
影
も
消
え
る
︒﹃
響
き

と
怒
り
﹄
全
体
の
最
後
の
広
場
の
場
面
で
も
︑
ラ
ス
タ
ー
が
︑
馬
車
を
南
軍
兵
士
の
記
念
碑
の
左
方
向
に
走
ら
せ
て
︑
ベ
ン
ジ
ー
が
大
き

な
わ
め
き
声
を
あ
げ
る
が
︑
通
り
か
か
っ
た
ジ
ェ
ー
ソ
ン
が
︑
馬
車
を
い
つ
も
の
よ
う
に
右
回
り
に
す
る
と
︑﹁
ベ
ン
ジ
ー
の
目
は
う
つ

ろ
で
︑
青
い
澄
ん
だ
眼
差
し
に
戻
り
︑
再
び
︑
通
り
の
建
物
の
軒
や
正
面
が
左
か
ら
右
に
な
だ
ら
か
に
流
れ
︑
柱
も
木
も
︑
窓
も
戸
口
も

看
板
も
︑
す
べ
て
の
も
の
が
そ
の
あ
る
べ
き
場
所
に
収
ま
り
﹂︵S

F
3
2
1

︶︑
清
澄
で
秩
序
だ
っ
た
世
界
が
蘇
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
死
と
と
も
に
影
は
消
え
︑
秩
序
だ
っ
た
世
界
が
蘇
る
が
︑
も
ち
ろ
ん
完
全
な
平
安
や
幸
福
な
世
界
が

蘇
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
こ
こ
に
は
︑
先
に
触
れ
た
︑﹁
二
つ
の
地
平
に
挟
ま
れ
て
︑
壺
の
上
で
恐
ろ
し
い
姿
﹂
を
引
き
継
い
だ
ク
エ
ン

テ
ィ
ン
像
が
あ
り
︑﹁
丘
﹂
と
そ
の
一
連
の
作
品
で
述
べ
た
︑﹁
得
体
の
知
れ
な
い
な
い
も
の
﹂︑﹁
輝
く
女
の
姿
を
し
た
死
﹂
が
揺
曳
し
て

い
る
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
ま
つ
わ
る
︑
影
と
性
と
水
死
の
表
象
は
︑
い
っ
そ
う
そ
の
度
合
い
を
深
め
な
が
ら
作
品
の
根
底
に
流
れ
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
︒
特
に
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
最
後
の
拠
り
所
と
す
る
キ
ャ
デ
ィ
像
は
︑
冒
頭
の
時
計
の
刻
む
音
が
︑﹁
幼
き
妹
﹂
と
﹁
死
﹂

︵L
ittle

S
iste

r
D
e
a
th

︶︵S
F
7
6

︶
の
連
想
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
に
︑
そ
の
連
続
性
は
輻
輳
し
な
が
ら
深
化
し
て
い
る
︒
こ
の
幼
き
妹

が
死
を
表
象
す
る
考
え
方
は
︑
エ
ド
モ
ン
ド
・
ヴ
ォ
ル
ペ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︵E

d
m
o
n
d
L
.
V
o
lp
e
9
8

︶︑
ア
ッ
シ
ジ
の
聖
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
の
﹁
太
陽
の
賛
歌
﹂
と
い
う
賛
美
歌
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
賛
美
歌
で
は
︑﹁
兄
弟
﹂
が
︑
昼
の
光
を
も
た
ら
す
太

陽
で
あ
り
︑
加
え
て
︑
風
︑
空
気
︑
雲
︑
凪
や
全
天
候
を
︑
さ
ら
に
は
暗
闇
を
照
ら
す
火
を
表
象
す
る
︑
光
り
輝
く
存
在
で
あ
る
︒
一
方

﹁
姉
妹
﹂
は
︑﹁
誰
も
が
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
肉
体
の
死
﹂
と
︑
月
や
星
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
全
体
と
し
て
︑
こ
れ
ら
を
統
べ

る
神
へ
の
賛
美
歌
と
な
っ
て
い
る
︒
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キ
ャ
デ
ィ
を
最
後
の
拠
り
所
と
す
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
が
妹
を
持
っ
た
こ
と
な
い
と
主
張
す
る
が
︑
そ
れ
は
︑
少

女
を
肉
体
の
死
と
結
び
付
け
る
聖
者
へ
の
反
発
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
こ
の
﹁
妹
を
持
っ
た
こ
と
が
な
い
﹂
と
い
う
激
し
い
抗
議
は
︑
憎
む
べ

き
ド
ー
ル
ト
ン
・
エ
イ
ム
ズ
や
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
ブ
ラ
ン
ド
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
︒︵S

F
1
6
0
,
1
6
6

︶
さ
ら
に
こ
の
﹁
幼
き
妹
﹂
の
幻
想

は
︑
イ
タ
リ
ア
の
少
女
と
の
不
幸
な
遭
遇
に
よ
っ
て
パ
ロ
デ
ィ
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
彼
が
愛
す
る
キ
ャ
デ
ィ
像

と
︑
目
の
前
の
少
女
と
の
あ
ま
り
の
落
差
に
自
暴
自
棄
的
な
高
笑
い
で
し
か
対
処
で
き
ず
︑
水
死
へ
の
歩
み
を
早
め
︑
死
と
と
も
に
分
身

の
影
も
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

河
合
は
︑
影
と
本
人
の
完
全
な
分
離
は
︑
本
人
の
死
で
あ
り
︑
死
者
や
幽
霊
に
は
影
が
な
い
と
い
う
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
が
︵
河

合

一
八
︶︑
ま
さ
に
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
影
は
彼
の
死
と
と
も
に
消
え
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
同
時
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑﹁
溺
れ
死

ん
だ
人
の
影
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
人
を
水
の
中
に
探
す
﹂︵S

F
9
0

︶
と
い
う
黒
人
た
ち
の
迷
信
を
思
い
だ
し
︑
死
後
の
こ
と
に
も
思
い

を
馳
せ
る
︒
た
だ
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
影
と
黒
人
た
ち
や
他
の
共
同
体
と
の
繋
が
り
は
︑
ま
だ
個
人
的
な
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
お
り
︑
社
会

的
な
広
が
り
は
な
い
︒
し
か
し
そ
の
影
が
︑
社
会
的
な
文
脈
の
中
で
共
同
体
に
共
有
さ
れ
る
と
︑
共
同
体
の
無
意
識
の
中
に
沈
潜
し
て
い

き
︑
眼
前
の
影
は
消
え
て
も
記
憶
の
影
と
な
る
︒

﹃
八
月
の
光
﹄
で
は
︑
ク
リ
ス
マ
ス
の
個
人
的
な
影
が
︑
南
部
共
同
体
の
中
で
負
の
側
面
か
ら
共
有
さ
れ
︑
白
人
至
上
主
義
者
の
グ
リ

ム
か
ら
︑
残
酷
な
仕
打
ち
を
受
け
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
唇
に
残
っ
た
影
は
︑
人
々
の
記
憶
の
中
に
永
遠
に
刻
印
さ
れ
て
い
く
︒

四

ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
の
人
種
の
影
と
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
亡
霊
︵﹃
八
月
の
光
﹄︶

先
ほ
ど
︑﹃
八
月
の
光
﹄
の
死
を
前
に
し
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
口
も
と
に
︑
影
が
さ
し
て
い
た
と
述
べ
た
が
︑
そ
の
影
は
︑
彼
の
誕
生
以
来
︑

特
に
五
歳
の
時
か
ら
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
最
後
に
グ
リ
ム
に
去
勢
さ
れ
て
殺
害
さ
れ
︑
町
の
人
々
の
共
有
の
記
憶
と
な
っ
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て
い
く
︒

口
も
と
に
何
か
︑
影
の
よ
う
な
も
の
が
う
か
ん
で
い
た
︒︵
中
略
︶
腰
と
尻
の
あ
た
り
の
ず
た
ず
た
に
切
り
裂
か
れ
た
服
の
中
か
ら
︑
い
ま
ま
で
押

し
こ
ま
れ
て
い
た
黒
い
血
が
︑
吐
き
出
さ
れ
る
息
さ
な
が
ら
に
ほ
と
ば
し
り
出
る
よ
う
に
見
え
た
︒
︵
中
略
︶
彼
ら
は
こ
の
姿
を
忘
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
︒︵L

A
4
6
4

-65

︶

こ
の
よ
う
に
︑
ク
リ
ス
マ
ス
の
影
は
︑
南
部
の
人
種
を
巡
る
深
刻
な
黒
い
影
と
な
っ
て
人
々
の
記
憶
に
刻
印
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る

が
︑
そ
の
影
は
︑
ク
リ
ス
マ
ス
の
内
面
に
巣
く
う
自
ら
の
苦
悩
の
影
と
︑
彼
自
身
の
理
解
を
超
え
た
︑
周
囲
が
押
し
つ
け
た
影
と
が
折
り

重
な
っ
て
い
る
︒
従
っ
て
こ
の
影
は
︑
ク
リ
ス
マ
ス
の
誕
生
後
も
死
後
も
さ
し
続
け
︑
こ
の
物
語
の
す
べ
て
を
物
語
る
象
徴
的
な
存
在
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
彼
の
影
は
︑
祖
父
の
ド
ッ
ク
・
ハ
イ
ン
ズ
が
娘
の
不
品
行
を
許
せ
ず
︑
見
殺
し
に
し
た
母
体
か
ら
生
ま
れ
た
赤

ん
坊
を
︑
孤
児
院
の
戸
口
に
放
置
し
た
時
か
ら
さ
し
続
け
る
︒
孫
に
流
れ
る
黒
人
の
血
を
疑
う
ハ
イ
ン
ズ
は
︑
す
ぐ
に
施
設
の
釜
焚
き
と

な
っ
て
幼
児
を
監
視
す
る
が
︑
そ
こ
で
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
描
写
は
︑
ま
さ
に
影
一
色
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
午
さ
が
り
の
森
閑
と

し
た
時
間
に
︑
だ
れ
も
い
な
い
ひ
っ
そ
り
と
し
た
廊
下
に
立
っ
た
彼
は
︑
影
の
よ
う
だ
っ
た
︒
五
歳
に
し
て
は
小
さ
な
か
ら
だ
が
︑
影
の

よ
う
に
陰
気
で
静
か
だ
っ
た
︒﹂︵L

A
1
1
9

-20

︶

五
歳
で
養
子
に
出
さ
れ
る
が
︑
孤
児
院
で
植
え
付
け
ら
れ
た
︑
黒
人
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
自
ら
信
じ
込
み
︑
そ
の
意
識
は
死
ぬ
ま
で
消

え
る
こ
と
は
な
い
︒
彼
は
成
長
し
て
恋
人
を
持
つ
が
︑
厳
格
な
養
父
と
対
立
し
︑
最
後
は
養
父
を
殴
り
倒
し
た
後
︑
長
い
苦
し
み
の
放
浪

を
続
け
る
︒
一
五
年
の
放
浪
の
後
︑
ジ
ョ
ア
ナ
・
バ
ー
デ
ン
と
の
運
命
的
な
出
会
い
を
し
て
︑
黒
人
と
い
う
意
識
が
一
層
加
速
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
︒
彼
女
は
︑
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
生
い
立
ち
の
中
で
︑
歪
ん
だ
人
種
の
影
を
信
じ
込
ま
さ
れ
︑
南
部
の
黒
人
の
た

め
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ジ
ョ
ア
ナ
は
︑
彼
女
自
ら
に
信
じ
込
ま
せ
る
よ
う
に
︑
ク
リ
ス
マ
ス
に
黒
人
の
影
の
恐
怖
を
吐
露
す
る
︒
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わ
た
し
を
︑
わ
た
し
た
ち
を
お
お
っ
て
い
る
影
︒
あ
ら
ゆ
る
白
人
︑
あ
ら
ゆ
る
人
を
お
お
っ
て
い
る
影
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
︒
今
後
ず
っ
と
︑
こ

の
世
界
に
生
ま
れ
て
く
る
子
供
た
ち
が
︑
そ
の
白
い
か
ら
だ
で
初
め
て
息
を
吸
う
前
に
︑
も
う
そ
の
黒
い
影
が
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
の
だ
と
わ

た
し
は
思
っ
た
の
︒
わ
た
し
に
は
そ
の
黒
い
影
が
十
字
架
の
形
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
わ
︒
︵L

A
2
5
3

︶

彼
女
は
さ
ら
に
続
け
て
︑﹁
そ
の
影
を
の
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
黒
人
の
負
っ
て
い
る
呪
い
は
神
の
呪
い
だ
︒
し
か
し
︑
白
人
の

負
っ
て
い
る
呪
い
は
︑
黒
人
な
の
だ
﹂
と
黒
人
の
影
を
絶
対
化
す
る
︒
言
わ
ば
︑
ジ
ョ
ア
ナ
自
身
も
影
の
犠
牲
者
で
あ
り
︑
同
時
に
加
害

者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
人
種
の
影
を
︑
自
ら
の
意
識
に
押
し
込
ん
で
︑
そ
れ
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

拠
り
所
と
す
る
ク
リ
ス
マ
ス
と
︑
人
種
の
影
を
詛
い
と
十
字
架
に
置
き
換
え
る
ジ
ョ
ア
ナ
と
が
︑
悲
劇
に
突
入
す
る
の
は
時
間
の
問
題
で

あ
り
︑
ジ
ョ
ア
ナ
殺
害
と
い
う
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
作
品
に
は
︑
も
う
一
人
︑
影
に
纏
わ
る
重
要
な
人
物
が
い
る
︒
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
で
あ
る
︒
彼
は
ク
リ
ス
マ
ス
と
リ
ー
ナ
・

グ
ロ
ー
ブ
の
二
人
の
物
語
に
唯
一
深
く
関
わ
り
︑
ジ
ョ
ア
ナ
・
バ
ー
デ
ン
を
初
め
と
す
る
︑
ク
リ
ス
マ
ス
の
事
件
に
関
わ
っ
た
人
々
の
影

と
深
く
重
な
る
点
で
︑
隠
れ
た
主
人
公
と
も
言
え
る
人
物
で
あ
る
︒
こ
の
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
︑
ジ
ョ
ア
ナ
と
ク
リ
ス
マ
ス
の
惨
劇
が
終
わ
り
︑

リ
ー
ナ
た
ち
が
旅
立
っ
た
後
︑
い
つ
も
の
よ
う
に
一
人
窓
辺
に
座
っ
て
︑
い
ま
ま
で
彼
が
関
わ
っ
た
人
物
た
ち
の
幻
影
を
追
っ
て
い
く
︒

い
ま
影
に
代
わ
っ
て
幻
影
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
が
︑
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
脳
裏
に
去
来
す
る
の
は
︑
ク
リ
ス
マ
ス
た
ち
の
影
に
代
わ
っ
て
︑

彼
が
思
い
描
く
車
輪
の
中
の
顔
︵
幻
影
︶
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
彼
の
人
生
を
左
右
し
た
亡
霊
︵g

h
o
st

︶
た
ち
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
は
︑﹃
八
月
の
光
﹄
以
降
︑
歴
史
性
や
南
部
性
を
拡
大
し
︑
個
人
的
な
影
に
ま
つ
わ
る
幻
影
や
亡
霊
の
世
界
を
深
化
・
拡
大
さ
せ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

包
帯
を
頭
に
巻
い
た
ハ
イ
タ
ワ
ー
が
座
る
窓
辺
で
は
︑
八
月
の
日
中
の
光
が
消
え
︑
黄
昏
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
は
︑

ハ
イ
タ
ワ
ー
が
長
年
亡
霊
を
眺
め
て
来
た
場
所
で
あ
り
︑
幻
影
や
亡
霊
が
出
没
す
る
時
刻
で
あ
る
︒
彼
の
死
も
予
兆
さ
れ
て
お
り
︑
ま
る
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で
仏
の
法
輪
が
回
る
よ
う
に
︑
回
想
さ
れ
る
過
去
の
悲
劇
の
一
つ
一
つ
が
︑
ゆ
っ
く
り
と
進
む
車
輪
の
車
軸
に
映
し
出
さ
れ
た
﹁
顔
﹂
と

な
っ
て
回
っ
て
い
く
︒
悔
恨
と
苦
し
み
の
瞬
間
に
は
車
輪
は
泥
沼
に
は
ま
り
︑
解
放
さ
れ
る
と
動
き
だ
す
︒

ハ
イ
タ
ワ
ー
を
悲
劇
の
境
遇
に
お
し
や
っ
た
の
は
︑
彼
の
家
庭
環
境
で
あ
っ
た
︒
要
領
の
よ
い
︑
合
理
主
義
者
で
︑
無
難
に
世
渡
り
を

し
て
き
た
父
︑
妥
協
を
許
さ
な
い
冷
厳
な
信
念
を
持
ち
な
が
ら
︑
楽
天
的
な
牧
師
役
と
医
師
を
無
難
に
こ
な
す
父
は
︑
子
供
の
ハ
イ
タ

ワ
ー
に
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
が
た
い
存
在
で
あ
っ
た
︒
南
部
魂
や
心
を
軽
く
見
て
︑
上
辺
を
矛
盾
な
く
生
き
て
い
る
父
と
は
あ
ま
り
に

懸
隔
が
あ
り
す
ぎ
た
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
母
親
は
︑
や
せ
た
顔
と
︑
日
ご
と
に
大
き
く
な
っ
て
い
く
二
つ
の
目
だ
け
し
か
な
い
と
思
わ
せ

た
病
身
で
︵L

A
4
7
5

︶︑
愛
情
も
通
常
の
親
子
関
係
も
な
く
︑
影
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
︒
ハ
イ
タ
ワ
ー
に
は
︑﹁
ま
ぼ
ろ
し
の
中
で
育
ち
︑

一
人
の
亡
霊
と
と
も
に
お
と
な
に
な
る
﹂︵L

A
4
7
4

︶
境
遇
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
ハ
イ
タ
ワ
ー
と
両
親
と
の
︑
屈
折
し
た
不

幸
な
関
係
は
︑
先
に
触
れ
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
と
彼
の
両
親
と
の
関
係
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
︒

か
く
し
て
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
︑
鬱
屈
し
た
心
情
を
転
化
し
て
︑
祖
父
が
戦
死
し
た
土
地
へ
出
向
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
祖
父
と
は
︑
騎
兵

隊
員
と
し
て
南
北
戦
争
に
参
戦
し
て
い
た
が
︑
鶏
小
屋
を
襲
撃
し
て
射
殺
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
ハ
イ
タ
ワ
ー
は
︑
こ
の
祖
父
の
無
謀

な
行
動
に
は
目
も
く
れ
ず
︑
馬
で
疾
駆
す
る
栄
光
の
幻
想
だ
け
を
膨
ら
ま
せ
て
い
く
︒
彼
に
は
︑
妄
想
の
栄
光
の
地
を
︑
信
仰
の
任
務
の

地
と
す
る
選
択
肢
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
神
学
校
で
知
り
合
っ
た
妻
を
連
れ
て
︑
祖
父
の
死
ん
だ
地
に
赴
任
す
る
が
︑
祖
父

の
イ
メ
ー
ジ
を
誇
大
妄
想
的
に
膨
ら
ま
せ
︑
説
教
中
で
す
ら
幻
想
の
世
界
に
入
り
込
ん
で
会
衆
を
混
乱
さ
せ
る
︒
妻
も
眼
中
に
な
く
︑
メ

ン
フ
ィ
ス
の
ホ
テ
ル
で
の
謎
の
自
殺
に
ま
で
追
い
つ
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
牧
師
と
し
て
の
資
格
を
失
い
︑
土
地
の
人
々
か
ら
暴
行
を

受
け
︑
任
地
を
追
い
払
わ
れ
よ
う
と
す
る
が
踏
み
と
ど
ま
る
︒
以
来
妻
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
罪
悪
感
に
も
苛
ま
れ
︑
バ
イ
ロ
ン
・
バ
ン

チ
と
い
う
細
い
糸
で
共
同
体
と
結
ば
れ
な
が
ら
孤
独
な
生
活
を
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
牧
師
ハ
イ
タ
ワ
ー
に
と
っ
て
︑
本
来
祈
り
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
が
︑
ど
う
し
て
も
祈
れ
な
い
︒
最
大
の
理
由
の
一
つ
は
︑

神
学
校
時
代
以
来
の
伴
侶
で
あ
っ
た
妻
に
対
す
る
罪
悪
感
で
あ
っ
た
︒
亡
霊
に
囲
ま
れ
て
育
っ
た
ハ
イ
タ
ワ
ー
に
と
っ
て
︑
結
婚
し
た
男
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女
は
︑﹁
生
き
て
い
る
二
人
の
人
間
の
中
に
死
の
状
態
が
も
ち
こ
ま
れ
︑
存
在
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
二
人
は
二
つ
の
影
が

鎖
の
影
で
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
︒﹂
そ
し
て
︑﹁
彼
は
そ
う
い
う
も
の
に
は
慣
れ
て
い
た
︒
な
に
し
ろ
彼
は
亡
霊
と
い
っ

し
ょ
に
育
っ
て
き
た
の
だ
︒﹂︵L

A
4
8
0

︶
こ
う
し
て
妻
を
凌
辱
し
︑
屈
辱
と
死
に
追
い
こ
ん
で
︑﹁
神
ま
で
も
︑
恥
ず
か
し
さ
に
耐
え
か

ね
て
顔
を
そ
む
け
る
よ
り
ほ
か
な
く
な
る
の
が
当
然
で
は
な
か
っ
た
か
？
﹂
と
思
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
お
れ
は
五
十
年
の
あ
い
だ
︑

土
く
れ
で
さ
え
な
か
っ
た
︒
お
れ
は
暗
闇
の
一
瞬
に
す
ぎ
な
か
っ
た
︒
馬
が
疾
駆
し
︑
一
発
の
銃
声
が
と
ど
ろ
い
た
一
瞬
に
す
ぎ
な
か
っ

た
﹂
と
思
い
︑
そ
の
死
ん
だ
祖
父
が
自
分
そ
の
も
の
だ
と
考
え
る
︒
こ
う
し
て
彼
は
︑﹁
私
の
孫
の
妻
を
誘
惑
し
殺
害
し
た
男
だ
﹂︵L

A

4
9
1

︶
と
い
う
強
い
罪
意
識
に
苛
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒

彼
に
残
さ
れ
た
の
は
︑
自
閉
の
道
し
か
な
く
︑﹁
一
人
で
自
己
に
忠
実
に
生
き
て
い
さ
え
す
れ
ば
い
い
﹂
と
考
え
生
き
て
い
く
こ
と
に

な
る
︒
外
部
世
界
と
の
門
を
閉
ざ
し
て
︑
た
だ
バ
イ
ロ
ン
と
細
い
糸
で
つ
な
が
れ
て
い
た
が
︑
最
後
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
悲
劇
に
遭
遇
し
︑

一
方
で
︑
リ
ー
ナ
の
出
産
に
立
ち
会
っ
て
︑
新
し
い
生
命
に
出
会
う
︒
し
か
し
祈
り
は
戻
っ
て
こ
な
い
︒
祈
れ
ぬ
ま
ま
︑
窓
辺
に
座
り
︑

ハ
イ
タ
ワ
ー
の
脳
裏
で
︑
思
索
の
車
体
を
付
け
た
車
輪
は
砂
上
を
進
む
︒
次
第
に
車
輪
は
ほ
の
か
な
輝
き
を
生
み
出
し
︑
後
光
に
包
ま
れ

て
い
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
後
光
の
中
に
あ
ま
た
の
顔
が
浮
か
び
上
が
る
︒
彼
が
見
分
け
る
ほ
と
ん
ど
の
顔
は
平
和
に
満
ち
た
顔
で
あ
る

が
︑
最
後
に
ク
リ
ス
マ
ス
と
彼
を
殺
し
た
グ
リ
ム
が
浮
か
ぶ
︒
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
最
期
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
時
彼
の
身
体
が

宙
に
浮
く
よ
う
に
感
じ
︑
死
を
予
感
し
︑﹁
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
祈
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵L

A
4
9
2

︶
と
思
う
︒
だ
が
︑

彼
は
祈
ら
な
い
︒
祈
ろ
う
と
つ
と
め
も
し
な
い
︒

彼
の
身
体
は
一
層
空
に
な
り
︑
力
つ
き
て
窓
枠
に
じ
っ
と
う
つ
ぶ
せ
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
だ
か
ら
︑
い
よ
い
よ
︑
い
ま
︑
い

ま
だ
﹂︵L

A
4
9
2

︶
と
思
う
︒
こ
の
﹁
い
ま
だ
﹂
と
い
う
意
味
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
祈
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
と
祈
れ
な
い
気
持
ち

が
交
錯
し
︑
死
を
直
前
に
し
た
身
体
が
宙
に
浮
く
よ
う
な
瞬
間
で
あ
る
︒
最
後
に
︑﹁
亡
霊
た
ち
が
ひ
た
す
ら
に
待
っ
て
﹂
お
り
︑﹁
雲
の

よ
う
に
澎
湃
と
湧
き
お
こ
る
ま
ぼ
ろ
し
の
砂
塵
に
乗
っ
て
︑
死
人
た
ち
が
眼
界
に
踊
り
こ
ん
で
く
る
﹂
瞬
間
を
迎
え
る
︒
そ
れ
は
紛
れ
も
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な
く
︑
ハ
イ
タ
ワ
ー
が
求
め
て
き
た
祖
父
の
幻
想
の
中
の
栄
光
の
姿
と
の
再
会
で
あ
り
︑
彼
が
聞
く
の
は
︑﹁
高
ら
か
に
鳴
り
わ
た
る
ラ
ッ

パ
の
音
︑
剣
と
剣
の
打
ち
あ
う
音
︑
雷
鳴
の
よ
う
に
消
え
て
い
く
蹄
の
音
に
耳
を
す
ま
し
て
い
る
よ
う
だ
︒﹂︵L

A
4
9
3

︶

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
﹁
い
ま
﹂
は
︑
祈
ろ
う
と
し
︑﹁
最
後
に
残
っ
た
名
誉
と
誇
り
と
い
の
ち
﹂
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
が
︑

そ
れ
は
ま
た
︑﹁
亡
霊
た
ち
が
ひ
た
す
ら
に
待
っ
て
い
た
﹂
瞬
間
と
重
な
る
︒
そ
し
て
結
局
︑
死
を
前
に
ハ
イ
タ
ワ
ー
が
行
き
着
く
の
は
︑

祖
父
と
い
う
原
点
回
帰
と
い
う
堂
々
巡
り
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
祖
父
・
父
・
息
子
三
代
を
巡
る
︑
南
北
戦
争
の
敗
戦
を
初
め
と
す
る
南
部

の
病
巣
の
深
さ
を
物
語
っ
て
お
り
︑
こ
の
魔
の
循
環
は
容
易
に
止
ま
ら
な
い
︒
こ
の
回
路
は
︑
ち
ょ
う
ど
一
五
年
間
放
浪
し
て
︑
同
心
円

を
描
く
よ
う
に
ま
た
元
に
戻
っ
て
悲
劇
に
終
わ
る
人
生
を
辿
っ
た
ク
リ
ス
マ
ス
の
一
生
と
重
な
る
︒
ク
リ
ス
マ
ス
も
ハ
イ
タ
ワ
ー
も
円
か

ら
一
歩
も
外
に
出
ら
れ
ず
︑﹁
指
し
手
﹂︵th

e
P
la
y
e
r

︶
に
操
ら
れ
る
よ
う
に
︑
影
と
亡
霊
の
世
界
に
舞
い
戻
る
の
で
あ
る
︒

ハ
イ
タ
ワ
ー
に
は
︑
八
月
の
一
条
の
光
が
さ
し
た
と
思
わ
れ
た
が
︑
結
局
混
迷
の
世
界
に
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
︒
そ
れ
は
︑
南
部
の
亡

霊
た
ち
の
牽
引
力
の
強
さ
ゆ
え
で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
前
進
す
る
リ
ー
ナ
に
は
影
も
亡
霊
も
な
い
︒
ま
た
彼
女
の
乗
る
馬
車
は
ゆ
っ
く
り
と

平
穏
な
動
き
を
し
て
︑
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
車
輪
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
こ
れ
は
光
と
影
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
作
品
の
全
体
構
造
の
妙
で
あ

り
︑
か
す
か
な
﹁
明
日
﹂
へ
の
歩
み
が
感
じ
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
四
年
後
の
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
は
︑
そ
の
歩
み
が
滞
り
︑

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
影
か
ら
幻
影
と
亡
霊
に
至
る
世
界
は
︑
さ
ら
に
混
迷
を
深
め
て
い
く
︒

五

ア
メ
リ
カ
南
部
の
影
と
亡
霊
︵
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄︶

い
ま
ま
で
触
れ
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
丘
﹂
に
登
場
し
た
無
名
の
自
由
労
働
者
が
引
き
ず
っ
て
い
た
影
は
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
で
ク
エ
ン
テ
ィ

ン
の
影
に
変
容
し
て
具
現
化
さ
れ
︑﹃
八
月
の
光
﹄
で
は
南
部
の
人
種
問
題
を
抱
え
込
ん
で
︑
そ
の
影
を
一
層
大
き
く
深
化
さ
せ
て
き
た
︒

そ
し
て
︑
こ
れ
か
ら
議
論
す
る
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
︑
一
度
は
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
で
自
殺
し
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
青
年
を
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再
登
場
さ
せ
︑
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
に
赴
く
前
に
時
間
を
遡
及
さ
せ
る
︒
そ
し
て
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
中
心
に
据
え
て
︑
あ
ら
た
め
て
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
の
自
殺
前
の
苦
悩
に
迫
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
サ
ト
ペ
ン
た
ち
の
生
き
様
を
︑
父
と
ロ
ー
ザ
・
コ
ー
ル
ド
フ
イ
ー
ル
ド
か
ら
何
度
も
聞
か
さ
れ
︑
そ
れ
を
厳
寒
の

ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
寮
で
カ
ナ
ダ
の
学
友
シ
ュ
リ
ー
ヴ
と
再
構
築
し
て
い
く
う
ち
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
葛
藤
は
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の

時
以
上
に
輻
輳
し
深
刻
度
を
増
す
こ
と
に
な
る
︒
言
わ
ば
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
で
︑
コ
ン
プ
ソ
ン
家
の
人
間
関
係
で
苦
悩
し
て
い
た
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
が
︑
南
部
社
会
を
背
景
に
し
た
サ
ト
ペ
ン
の
物
語
を
聞
き
語
る
こ
と
で
︑
南
部
と
い
う
︑
よ
り
大
き
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の

も
と
に
苦
悩
す
る
人
物
に
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒﹃
響
き
と
怒
り
﹄
で
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
生
き
る
力
を
削
い
だ
父
コ
ン
プ
ソ
ン
氏
の

人
生
観
は
︑
言
わ
ば
個
人
的
な
不
吉
な
影
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
に
引
き
継
が
れ
て
︑
彼
の
シ
ニ

シ
ズ
ム
や
敗
北
主
義
を
色
濃
く
反
映
し
た
語
り
は
︑
南
部
社
会
を
被
う
影
と
重
な
っ
て
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
状
況
判
断
に
強
い
影
響
力
を

及
ぼ
す
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
執
筆
に
当
た
っ
て
︑
出
版
社
の
ハ
リ
ソ
ン
・
ス
ミ
ス
に
手
紙
を
送
り
︵
一

九
三
四
年
二
月
頃
︶︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
構
想
を
伝
え
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑
当
初
の
タ
イ
ト
ル
は
﹁
暗
い
家
﹂

︵D
A
R
K
H
O
U
S
E

︶
で
︑
物
語
は
一
八
六
〇
年
か
ら
︑
お
よ
そ
一
九
一
〇
年
ま
で
に
起
こ
っ
た
一
家
族
の
崩
壊
を
描
き
︑
テ
ー
マ
は
︑﹁
大

地
を
冒
涜
し
た
男
が
︑
そ
の
大
地
に
逆
に
復
讐
さ
れ
て
一
家
を
破
滅
さ
せ
る
も
の
だ
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
そ
し
て
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
ク

エ
ン
テ
ィ
ン
が
語
り
手
と
な
り
︑
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
が
︑
そ
れ
は
︑﹁
彼
の
妹
ゆ
え
に
自
殺
す
る
直
前
に
あ
た
り
︑
ま
た
そ
の
彼
か
ら
︑

南
部
と
南
部
人
に
対
す
る
憎
し
み
と
い
う
形
で
南
部
に
投
影
さ
れ
た
彼
の
苦
痛
を
通
じ
て
︑
歴
史
物
語
よ
り
さ
ら
に
多
く
の
も
の
を
引
き

出
す
た
め
﹂︵S

elected
L

etters
o
f

W
illia

m
F

a
u

lk
n

er
7
8

-79

︶
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
そ
の
物
語
が
︑
当
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が

主
人
公
で
あ
る
か
ら
︑﹁
全
く
の
作
り
事
﹂︵co

m
p
le
te

a
p
o
cry

p
h
a

︶
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
︒
裏
返
せ
ば
︑
物
語
は
多
様
な
個
人

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
ら
が
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
南
部
社
会
と
歴
史
を
背
負
う
苦
悩
の
心
情
に
収
斂
さ
れ
︑
彼
の
苦
渋
の
葛
藤
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の
な
か
に
深
淵
な
真
実
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
自
殺
が
一
九
一
〇
年
で
︑
そ
の
直
前
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
た
ち
が
再
構
築
す
る
︑
サ
ト
ペ
ン
物
語
の
時
代
が
南
北
戦

争
中
心
で
あ
っ
て
み
れ
ば
︑
物
語
に
は
︑
先
に
触
れ
た
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
脳
裏
に
潜
む
影
や
亡
霊
以
上
に
︑
多
く
の
不
吉
な
影
と
亡
霊
と
が

去
来
す
る
こ
と
に
な
る
︒

サ
ト
ペ
ン
の
物
語
を
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
聞
か
せ
る
ロ
ー
ザ
は
︑
彼
女
へ
の
求
婚
に
対
す
る
サ
ト
ペ
ン
の
暴
言
以
来
︑
四
三
年
間
ブ
ラ
イ

ン
ド
を
閉
じ
て
︑
薄
暗
い
埃
の
立
ち
こ
め
る
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
お
り
︑
黒
い
喪
服
を
ま
と
っ
た
姿
は
亡
霊
と
変
わ
ら
な
い
︒
そ
し
て

そ
の
亡
霊
が
話
し
始
め
る
と
︑﹁
影
の
よ
う
な
慎
ま
し
さ
で
瞑
想
に
耽
る
﹂︵A

A
4

︶
サ
ト
ペ
ン
が
姿
を
現
す
︒
彼
女
の
サ
ト
ペ
ン
像
は

悪
鬼
の
影
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
︒

あ
の
男
は
こ
の
世
の
誰
に
も
︑
ど
ん
な
物
に
も
所
有
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
︑
過
去
に
お
い
て
も
︑
未
来
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
り
︑
エ
レ
ン
に
さ
え

も
︑
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
孫
娘
に
よ
っ
て
す
ら
も
所
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
な
ぜ
か
と
言
え
ば
︑
こ
の
世
で
は
現
実
に
生
き
た
形
で

は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
す
︒
あ
の
男
は
い
わ
ば
歩
く
影
で
し
た
︒
彼
は
︑
強
烈
な
悪
魔
の
提
灯
に
よ
っ
て
︑
大
地
の
堅
い
表
面
か
ら
照
ら

し
出
さ
れ
た
自
分
自
身
の
苦
悩
の
︑
光
に
眼
が
く
ら
ん
だ
コ
ウ
モ
リ
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
︒︵A

A
1
3
9

︶

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
父
も
ま
た
︑
影
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
な
が
ら
︑
サ
ト
ペ
ン
物
語
の
曖
昧
さ
や
不
可
解
さ
を
か
こ
ち
︑
混
迷
の
度
合

い
を
深
め
な
が
ら
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
語
り
か
け
て
い
く
︒

南
部
に
生
ま
れ
︑
一
八
六
〇
年
前
後
に
成
人
し
た
︑
わ
れ
わ
れ
の
先
祖
で
あ
る
︑
あ
の
ぼ
ん
や
り
し
た
影
の
よ
う
な
典
型
ど
も
は
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
現
在
で
も
︑
少
々
光
栄
に
浴
し
て
い
る
の
だ
︒
そ
れ
は
ま
っ
た
く
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
︒
説
明
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
︒
︵
中
略
︶
た
だ
言
葉
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だ
け
が
︑
符
号
だ
け
が
︑
幻
影
だ
け
が
︑
あ
の
誇
張
さ
れ
た
︑
恐
ろ
し
く
血
な
ま
ぐ
さ
い
不
幸
な
人
間
関
係
を
背
景
と
し
て
︑
ぼ
ん
や
り
と
︑
わ
け

の
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
に
︑
お
ち
つ
き
は
ら
っ
て
い
る
の
だ
︒︵A

A
8
0

︶

こ
の
黒
服
の
ロ
ー
ザ
と
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
以
来
の
運
命
観
に
裏
打
ち
さ
れ
︑
亡
霊
た
ち
の
世
界
か
ら
抜
け
き
れ
な
い
父
に
耳
を
傾
け

な
が
ら
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
自
ら
が
︑﹁
二
人
の
別
々
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
声
を
同
時
に
聞
い
て
い
る
︒﹂︵A

A
4

-5

︶
そ
の
一
人
は
︑﹁
南

部
に
い
て
︑
一
八
六
五
年
以
降
死
ん
で
亡
霊
と
な
り
︑
望
み
を
挫
れ
て
怒
り
︑
あ
が
き
苦
し
ん
で
い
る
饒
舌
な
人
た
ち
の
ひ
し
め
く
深
南

部
﹂
で
︑﹁
遠
い
昔
の
亡
霊
た
ち
の
話
を
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
い
る
亡
霊
の
一
人
︵
ロ
ー
ザ
︶﹂
に
耳
を
傾
け
て
い
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
で
あ

り
︑
も
う
一
人
は
︑﹁
ま
だ
亡
霊
に
な
る
に
は
若
す
ぎ
る
が
︑
彼
女
と
同
じ
く
深
南
部
に
生
ま
れ
て
﹂︵A

A
4

︶︑
い
ず
れ
は
亡
霊
と
な
る

宿
命
を
免
れ
得
な
い
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
で
あ
る
︒

こ
の
二
人
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
関
し
て
藤
平
育
子
は
︑﹁
ロ
ー
ザ
の
言
葉
で
繰
り
返
し
確
認
す
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
分
身
は
︑
す
で
に

個
人
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
南
部
の
亡
霊
に
加
わ
り
︑
共
同
体
の
歴
史
の
な
か
に
い
る
﹂︵
藤
平

六
七
︶
と
指
摘
し
︑
読
者
は
︑
一
人

の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
ロ
ー
ザ
の
﹁
ダ
ブ
ル
﹂
で
あ
る
こ
と
を
見
破
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
注
意
を
促
し
て
い
る
︒

ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
繰
り
返
し
聞
か
さ
れ
︑
厳
寒
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
の
学
寮
で
︑
カ
ナ
ダ
人
の
シ
ュ
リ
ー
ヴ
と
サ
ト

ペ
ン
物
語
を
再
構
築
し
た
後
︑
自
殺
に
至
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
自
殺
の
原
因
が
︑
彼
の
家
族
関
係
だ
け
で
は
な
く
︑
南
部
社
会
の
実
態
に

も
大
き
く
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
︒
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
に
来
る
前
︑
ロ
ー
ザ
と
父
か
ら
︑
旧
い
南
部
に
遡
る
サ
ト

ペ
ン
物
語
を
聞
い
て
い
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
ま
さ
に
亡
霊
に
溢
れ
た
南
部
を
抱
え
込
ん
で
身
動
き
が
と
れ
な
い
状
態
に
な
り
︑﹁
彼
の

身
体
そ
の
も
の
が
︑
敗
北
者
た
ち
の
名
前
が
朗
々
と
響
き
わ
た
る
︑
が
ら
ん
と
し
た
広
間
で
あ
り
︑
彼
は
一
つ
の
存
在
で
は
な
く
︑
一
つ

の
実
体
で
も
な
く
︑
一
つ
の
共
和
国
だ
っ
た
︒
彼
は
頑
な
に
過
去
を
振
り
返
る
亡
霊
た
ち
が
ひ
し
め
き
あ
う
兵
舎
﹂︵A

A
7

︶
と
化
し
て

い
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
見
る
と
︑
語
り
手
の
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
自
身
が
亡
霊
の
一
人
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
︑
も
う
一
人
︑
不
可
解
で
謎
に
満

ち
た
影
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ン
を
あ
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
父
は
﹁
ボ
ン
は
実
に
奇
妙
な

人
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒︵
中
略
︶
ま
る
で
実
体
の
な
い
影
の
よ
う
に
︑
ふ
わ
ふ
わ
と
遊
ん
で
い
た
よ
う
で
﹂︵A

A
7
4

︶︑
と
か
﹁
自

分
自
身
の
影
さ
な
が
ら
で
あ
り
︑
神
話
の
中
の
人
物
に
も
似
て
お
り
︑
一
つ
の
幻
と
も
言
え
︑
神
話
と
か
幻
だ
け
で
生
み
出
さ
れ
造
ら
れ

た
も
の
み
た
い
で
︑
一
人
の
人
間
と
し
て
は
存
在
せ
ず
︑
サ
ト
ペ
ン
の
血
と
性
格
か
ら
発
散
す
る
臭
気
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
﹂︵A

A

8
2

︶
と
︑
巧
み
な
比
喩
で
ボ
ン
を
表
現
す
る
︒

言
わ
ば
ボ
ン
は
︑
影
の
影
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
り
︑
物
語
の
不
可
解
さ
と
謎
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
よ
う
な

影
や
亡
霊
に
満
ち
た
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
︑
語
り
︑
聞
く
人
物
た
ち
自
身
も
ま
た
︑
影
や
亡
霊
さ
な
が
ら
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
は
︑
一
九
一
〇
年
当
時
の
語
り
手
た
ち
も
︑
一
八
〇
七
年
に
生
ま
れ
て
一
八
六
九
年
に
殺
害
さ

れ
る
サ
ト
ペ
ン
や
︑
彼
の
回
り
に
登
場
す
る
過
去
の
人
物
た
ち
も
︑
す
べ
て
が
亡
霊
の
世
界
と
渾
然
一
体
と
な
っ
て
︑
ま
さ
に
ア
ポ
ク
リ

フ
ァ
ル
な
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
作
品
の
最
大
の
特
徴
は
︑
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
多
面
・
多
層
の
語
り
︑
過
去
と
現

在
の
錯
綜
︑
そ
し
て
語
り
手
と
語
ら
れ
る
人
物
た
ち
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
く
表
現
技
法
の
す
ご
さ
で
あ
ろ
う
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
そ

れ
を
︑﹁
も
し
か
し
た
ら
起
こ
る
の
は
一
度
だ
け
で
は
な
く
︑
も
し
か
し
た
ら
小
石
が
沈
ん
だ
あ
と
の
水
面
に
で
き
る
さ
ざ
波
の
よ
う
に

動
き
続
け
て
広
が
っ
て
い
き
︑
そ
の
水
溜
り
は
次
の
水
溜
り
に
臍
の
緒
み
た
い
な
細
い
水
路
で
繋
が
っ
て
い
く
﹂︵A

A
2
1
0

︶
と
︑
水
の

波
紋
に
喩
え
な
が
ら
︑
過
去
と
現
在
の
連
続
性
を
表
現
し
て
い
る
︒

こ
の
さ
ざ
波
は
︑
世
代
や
時
代
を
次
々
に
飲
み
込
ん
で
い
く
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
語
る
こ
と
に

没
頭
し
な
が
ら
︑

僕
た
ち
は
二
人
と
も
父
さ
ん
な
の
だ
︒
そ
れ
と
も
︑
も
し
か
し
た
ら
父
さ
ん
と
僕
の
二
人
と
も
が
シ
ユ
リ
ー
ヴ
な
の
か
も
し
れ
ず
︑
も
し
か
し
た
ら
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父
さ
ん
と
僕
が
シ
ユ
リ
ー
ヴ
を
作
り
出
し
た
か
︑
そ
れ
と
も
シ
ユ
リ
ー
ヴ
と
僕
の
二
人
で
父
さ
ん
を
作
り
出
し
た
か
︑
そ
れ
と
も
ト
マ
ス
・
サ
ト
ペ

ン
が
僕
た
ち
み
ん
な
を
作
り
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂︵A

A
2
1
0

︶

と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
し
て
︑
夜
の
時
間
の
進
行
に
つ
れ
て
︑

彼
ら
二
人
は
自
分
た
ち
の
あ
い
だ
に
︑
昔
話
の
取
る
に
足
り
な
い
層
の
切
れ
っ
ぱ
し
か
ら
︑
恐
ら
く
か
つ
て
ど
こ
に
も
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
︑

影
に
過
ぎ
な
い
人
た
ち
を
︑
そ
れ
も
実
際
に
生
き
て
死
ん
だ
肉
体
を
そ
な
え
た
人
間
の
影
で
は
な
く
︑
も
と
も
と
影
の
ご
と
き
存
在
だ
っ
た
も
の
の

︵
少
な
く
と
も
二
人
の
う
ち
の
一
人
︑
シ
ェ
リ
ー
ヴ
に
は
そ
う
思
え
た
︶
そ
の
ま
た
影
を
創
り
出
し
て
い
く
︒
︵A

A
2
4
3

︶

か
く
し
て
︑
深
夜
を
過
ぎ
た
厳
寒
の
北
部
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
で
︑
故
郷
南
部
の
苦
悩
の
物
語
を
︑
共
同
体
の
一
人
に
な
り
き
っ
て
語
り
︑

四
年
間
サ
ト
ペ
ン
屋
敷
に
身
を
潜
め
て
い
た
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ト
ペ
ン
に
一
体
化
し
て
思
い
を
馳
せ
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
苦
悩
は
最
高
度
に

達
す
る
︒
そ
し
て
最
後
に
発
せ
ら
れ
た
︑
シ
ュ
リ
ー
ヴ
の
︑
な
ぜ
南
部
を
憎
ん
で
い
る
の
だ
と
い
う
問
い
か
け
に
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
当
惑

す
る
︒
シ
ュ
リ
ー
ヴ
に
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
憎
し
み
を
込
め
て
南
部
の
物
語
を
し
て
い
た
と
映
っ
た
の
で
あ
る
︒
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
は
︑

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
鉄
の
よ
う
な
暗
闇
の
中
で
︑﹁
憎
ん
で
い
な
い
︒
憎
ん
で
な
ん
か
い
な
い
！
﹂︵A

A
3
0
3

︶
と
喘
ぎ
な
が
ら
考

え
る
︒
ま
さ
に
こ
の
南
部
へ
の
愛
憎
の
葛
藤
こ
そ
が
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
を
苦
し
め
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
自
殺
の
要
因
が
家
族
関
係
を
超

え
て
大
き
く
拡
大
さ
れ
て
お
り
︑
あ
ら
た
め
て
読
者
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
自
殺
に
複
雑
な
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
︒
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六

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
影
の
現
象
学

こ
こ
ま
で
初
期
の
影
か
ら
始
め
て
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
最
高
傑
作
た
る
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
影
と
亡
霊
の
世
界

を
探
っ
て
き
た
が
︑
影
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
作
品
毎
に
深
化
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒﹁
丘
﹂
や
そ
れ
に
続
く
詩
篇
や
短
編
の
影
は
︑

作
家
自
身
を
も
ろ
に
投
影
し
た
ペ
ル
ソ
ナ
的
な
色
彩
が
濃
く
︑
ま
だ
客
観
的
な
歴
史
性
や
南
部
性
を
欠
い
て
い
た
︒﹁
丘
﹂
を
敷
衍
し
た

﹁
妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
｣も
︑
死
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
要
素
が
加
味
さ
れ
て
も
︑
ま
だ
ペ
ル
ソ
ナ
次
元
に
留
ま
っ
て
い
た
︒
そ
の
意
味

で
は
こ
れ
ら
の
作
品
は
習
作
的
な
色
彩
の
濃
い
︑
言
わ
ば
準
備
段
階
の
作
品
群
で
あ
っ
た
︒

こ
の
後
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
一
九
二
五
年
夏
か
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
体
験
を
挟
ん
で
︑
長
編
﹃
兵
士
の
報
酬
﹄
や
﹃
蚊
﹄
を
は
じ
め
︑
数
々

の
短
編
や
小
品
を
創
作
す
る
が
︑
作
家
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
あ
ら
た
に
︑
個
人
的
︵
パ
ー
ソ
ナ
ル
︶
な
も
の
を

意
識
し
て
︑
彼
自
身
の
南
部
や
歴
史
に
取
り
組
ん
だ
の
が
﹃
土
に
ま
み
れ
た
旗
﹄
で
あ
っ
た
︒
こ
の
最
初
の
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
物
語
は
︑

一
九
二
七
年
九
月
に
完
成
す
る
が
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
故
郷
に
腰
を
据
え
て
︑
本
格
的
に
取
り
組
ん
だ
︑
い
ま
ま
で
触
れ
て
き
た
数
々
の

傑
作
の
嚆
矢
と
な
る
も
の
で
︑
戦
い
に
敗
れ
た
南
部
の
影
や
亡
霊
た
ち
が
跋
扈
す
る
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
自
ら

の
家
系
や
そ
の
歴
史
を
脳
裏
に
お
き
な
が
ら
︑
南
部
を
代
表
す
る
サ
ー
ト
リ
ス
家
を
創
造
し
︑
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
南
部
の
総
体
を
描
こ
う

と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
創
作
の
意
気
込
み
は
︑﹃
土
に
ま
み
れ
た
旗
﹄
執
筆
の
四
年
後
ぐ
ら
い
に
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︑﹃
サ
ー
ト
リ
ス
﹄︵﹃
土
に
ま
み

れ
た
旗
﹄︶
の
序
文
か
ら
読
み
と
れ
︑
そ
こ
に
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
執
筆
の
心
情
が
か
な
り
赤
裸
々
に
吐
露
さ
れ
て
い
る
︒
彼
は
そ
の

序
文
で
︑﹁
す
で
に
失
う
と
覚
悟
を
し
︑
そ
う
す
れ
ば
後
悔
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
世
界
を
渾
身
の
力
を
込
め
て
︑
一
冊
の
書
物
の

中
に
再
現
し
よ
う
と
し
た
﹂︵“O

n
th
e
C
o
m
p
o
sitio

n
o
f

S
a

rto
ris

o
f
W
illia

m
F
a
u
lk
n
e
r”

1
1
8

︶
と
述
べ
な
が
ら
︑
芸
術
創
造
を
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哺
乳
動
物
︵
女
性
︶
に
よ
る
子
供
の
産
褥
を
同
じ
﹁
再
生
産
︵
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
︶﹂
と
位
置
づ
け
て
︑﹁
そ
の
再
生
産
ほ
ど
個
人
的

︵
パ
ー
ソ
ナ
ル
︶
な
も
の
が
ほ
か
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
﹂︵
同1

1
9

︶
と
問
い
か
け
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
パ
ー
ソ
ナ
ル
と
い
う
言
葉
が
︑

彼
自
身
の
現
実
生
活
の
表
象
で
あ
る
と
同
時
に
︑
ま
さ
に
産
み
の
苦
し
み
を
伴
う
子
供
︵
芸
術
作
品
︶
の
誕
生
︵
再
創
造
︶
と
重
ね
合
わ

さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
母
性
︵
性
︶
を
原
点
と
す
る
芸
術
創
造
の
意
思
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
の
感
覚
は
︑﹁
丘
﹂
と
｢妖
精
に
魅
せ
ら
れ
て
｣
で
触

れ
た
︑
自
由
労
働
者
の
ペ
ル
ソ
ナ
像
の
描
か
れ
方
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

た
だ
残
念
な
こ
と
に
︑﹃
土
に
ま
み
れ
た
旗
﹄
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
壮
大
な
小
説
空
間
︵
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
物
語
︶
に
挑
ん
だ
自

信
作
で
あ
っ
た
が
︑
現
実
に
は
︑
ど
の
出
版
社
に
も
断
ら
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
︒
と
ど
の
つ
ま
り
は
︑
他
人
の
手
で
改
訂
さ
れ
て
出
版
さ

れ
る
始
末
で
︑
自
信
と
は
裏
腹
に
︑
非
常
に
不
満
な
結
果
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑

失
意
と
八
方
ふ
さ
が
り
の
心
境
に
追
い
込
ま
れ
︑
や
む
な
く
︑
商
業
出
版
の
こ
と
を
度
外
視
し
て
︑
た
だ
自
己
と
向
き
合
い
な
が
ら
一
心

不
乱
に
な
っ
て
書
き
あ
げ
た
の
が
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
で
あ
っ
た
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
先
に
触
れ
た
よ
う
に
︑﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
序
文
で
︑
こ
の
乾
坤
一
擲
の
創
作
態
度
で
臨
ん
だ
作
品
が
︑
大
き
な

転
回
点
と
な
っ
た
と
記
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑﹁
芸
術
は
南
部
人
の
生
活
に
は
な
く
﹂︵“A

n
In
tro

d
u
ctio

n
to

T
h

e
S

o
u

n
d

A
n

d
T

h
e

F
u

ry
”
1
5
6

︶︑
も
と
も
と
南
部
の
伝
統
は
雄
弁
術
で
︑
陳
腐
で
大
言
壮
語
な
擬
似
的
文
化
で
あ
る
と
述
べ
︑
南
部
文
学
が
︑
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
よ
う
な
︑﹁
剣
や
マ
グ
ノ
リ
ア
︑
あ
る
い
は
物
ま
ね
鳥
﹂︵
同1

5
8

︶
な
ど
の
見
せ
か
け
の
領
域
に
逃
避
し
て
き
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
南
部
の
幻
想
的
な
文
学
伝
統
か
ら
い
か
に
脱
皮
す
る
か
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
︒

彼
は
︑﹁
逃
避
﹂︵e

sca
p
e

︶
と
﹁
告
訴
﹂︵in

d
ictm

e
n
t

︶︵
同1

5
8

︶
の
両
方
を
同
時
に
し
な
が
ら
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
を
書
い
た
と
述
べ

て
い
る
が
︑
そ
れ
は
︑
旧
態
依
然
と
し
た
南
部
文
学
を
脳
裏
に
お
き
な
が
ら
︑
原
点
に
立
ち
返
っ
て
︑
彼
独
自
の
文
学
世
界
を
切
り
開
こ

う
と
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︒

言
わ
ば
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑﹁
丘
﹂
の
二
つ
の
地
平
に
縛
ら
れ
た
主
人
公
と
同
じ
よ
う
に
︑
彼
を
取
り
巻
く
現
実
と
︑
作
家
と
し
て
の
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想
像
力
世
界
と
の
葛
藤
の
中
で
︑
己
の
信
じ
る
文
学
創
造
に
立
ち
向
か
お
う
と
し
た
と
き
︑
旧
弊
の
南
部
歴
史
や
社
会
︑
そ
し
て
大
言
壮

語
の
南
部
文
学
と
対
峙
し
て
︑
そ
こ
を
創
造
世
界
の
原
点
と
し
た
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ザ
か
ら
︑
南
部
の
こ
と
を
書
く
作
家
の
使
命
を
委
ね

ら
れ
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
︑
作
家
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
光
の
裏
側
に
あ
る
︑
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
暗
い
部
分
を
描
き
出

し
て
︑
そ
こ
に
人
間
の
本
来
の
姿
を
映
し
出
そ
う
と
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
い
ま
ま
で
議
論
し
て
き
た
︑
敗
北
し

た
南
部
人
の
︑
心
底
深
く
に
巣
く
う
影
や
亡
霊
が
表
象
す
る
世
界
に
こ
そ
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
の
創
造
の
原
点
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
︒
そ
れ
は
︑
後
藤
和
彦
流
に
言
え
ば
︑
人
種
問
題
を
抱
え
︑
南
北
戦
争
に
敗
れ
た
南
部
と
い
う
環
境
が
産
み
出
し
た
︑﹁
敗
北
の
文
化
・

文
学
﹂
か
ら
の
出
発
で
あ
る
︒
い
ま
ま
で
触
れ
た
作
品
だ
け
で
な
く
︑
多
く
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
作
品
に
は
︑
旧
南
部
の
衰
退
や
南
北
戦
争

の
敗
北
︑
そ
れ
と
並
行
す
る
南
部
旧
家
の
没
落
︑
さ
ら
に
は
白
人
至
上
主
義
︑
人
種
問
題
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
の
負
の
側

面
に
は
影
や
亡
霊
が
溢
れ
︑﹁
明
日
﹂
へ
の
明
る
い
部
分
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
︒

繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
父
の
運
命
観
は
︑
若
き
青
年
の
自
殺
へ
の
直
接
・
間
接
の
原
因
に
な
っ
て
い
た
︒
ク
エ

ン
テ
ィ
ン
が
時
間
と
戦
い
︑
生
き
よ
う
と
す
る
時
︑
父
の
言
葉
は
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
と
っ
て
致
命
的
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
三
章

で
述
べ
た
よ
う
に
︑
父
は
︑
祖
父
の
旧
い
時
計
を
︑﹁
希
望
と
欲
望
の
す
べ
て
の
墓
碑
﹂
の
象
徴
と
し
て
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
贈
り
︑﹁
時
﹂

と
戦
う
人
間
の
無
力
さ
を
諭
す
が
︑
こ
れ
ら
の
父
の
一
連
の
言
動
に
は
︑
個
々
の
人
間
の
生
き
方
へ
の
否
定
的
な
響
き
と
︑
南
部
社
会
全

体
へ
の
悲
観
的
な
姿
勢
や
敗
北
主
義
が
あ
り
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
脳
裏
か
ら
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
︒
言
わ
ば
父
と
子
の
関
係
は
︑
敗
残

や
敗
北
の
心
理
関
係
で
結
ば
れ
︑
息
子
は
︑
祖
父
と
か
幻
想
の
世
界
へ
の
逃
避
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
ク
エ
ン
テ
ィ

ン
の
死
は
父
に
触
発
さ
れ
父
に
捧
げ
ら
れ
た
死
で
あ
る
﹂︵
後
藤

二
七
一
︶
と
い
う
至
言
は
︑
敗
北
し
た
南
部
の
︑
祖
父
・
父
・
息
子
︵
孫
︶

の
錯
綜
し
た
三
角
関
係
の
謂
い
で
も
あ
る
︒
コ
ン
プ
ソ
ン
氏
全
体
を
覆
う
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
再
登

場
し
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
︑﹁
南
部
を
憎
ん
で
は
い
な
い
﹂
と
い
う
苦
悩
の
声
が
︑
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ
フ
ァ
物
語
に
響
き
渡
っ
て
い
る
の
で

あ
る
︒
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南
部
人
に
限
ら
な
い
が
︑
こ
れ
ら
の
負
の
側
面
に
直
面
し
た
と
き
︑
人
の
と
る
道
は
︑
内
面
の
真
実
か
ら
逃
避
し
て
敢
え
て
ア
ナ
ク
ロ

ニ
ズ
ム
の
世
界
に
留
ま
る
場
合
︑
運
命
観
や
宿
命
観
に
身
を
委
ね
る
場
合
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
死
を
選
ぶ
場
合
︑
白
人
至
上
主
義

を
さ
ら
に
徹
底
す
る
場
合
︑
負
の
部
分
を
糊
塗
し
な
が
ら
︑
か
す
か
な
表
面
の
光
を
誇
大
化
し
て
生
き
る
場
合
︑
一
方
逆
に
︑
忍
耐
し
な

が
ら
未
来
志
向
を
堅
持
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
︑
そ
の
生
き
様
は
︑
い
ま
ま
で
見
て
き
た
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
に
表
れ
て
い
た
通
り
で

あ
る
︒
作
家
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
現
実
に
出
会
う
人
々
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
︑
目
に
映
っ
た
南
部
の
現
実
を
︑
言
葉
の
世
界
で
再
創
造

し
た
の
で
あ
る
が
︑
彼
は
︑
南
部
の
現
実
を
直
視
し
た
う
え
で
︑
負
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て
出
発
し
な
け
れ
ば
︑
真
の
創
造
世
界
へ
到
達

で
き
な
い
こ
と
を
実
感
し
覚
悟
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
︒
言
わ
ば
そ
の
現
実
を
直
視
し
︑
影
や
亡
霊
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
︑
そ
こ

か
ら
出
発
す
る
こ
と
が
文
学
創
造
の
道
だ
と
考
え
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
︒

こ
う
し
て
︑
初
期
作
品
か
ら
の
影
を
引
き
継
い
だ
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
の
影
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
中
心
に
描
か
れ
︑
次
に
﹃
八
月
の
光
﹄

か
ら
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
に
至
る
と
︑
南
部
社
会
の
影
と
亡
霊
の
度
合
い
が
い
っ
そ
う
濃
く
な
り
︑
人
種
問
題
や
旧
い
社

会
体
制
の
問
題
は
深
刻
さ
を
増
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
作
家
の
社
会
意
識
と
創
作
の
成
熟
度
と
呼
応
し
て
い
る
が
︑
創
作
さ
れ
た
も
の
に

は
︑
意
味
の
多
重
性
や
多
義
性
が
潜
み
︑
読
む
者
を
飽
き
さ
せ
な
い
深
遠
な
世
界
が
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄

を
も
っ
て
影
と
亡
霊
の
世
界
が
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
﹃
パ
イ
ロ
ン
﹄
や
最
後
の
﹃
自
動
車
泥
棒
﹄
ま
で
消
え
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
影
と
亡
霊
の
一
連
の
流
れ
の
な
か
で
︑
特
に
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
作
品
は
︑﹃
行
け
︑
モ
ー
セ
﹄
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
作
品

で
は
︑﹁
亡
霊
﹂
の
用
例
は
二
例
し
か
な
い
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
︑
本
論
の
趣
旨
か
ら
言
え
ば
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ヨ
ク
ナ
パ
ト
ウ

フ
ァ
物
語
の
中
で
重
要
な
鍵
を
握
る
用
例
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
熊
﹂
の
四
章
で
︑
成
長
し
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
︵
ア
イ
ク
︶・
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ

ン
が
︑
祖
父
や
父
と
伯
父
の
書
き
残
し
た
︑
農
園
の
成
立
︑
奴
隷
た
ち
の
売
買
や
生
死
を
記
録
し
た
台
帳
を
読
み
進
め
る
場
面
に
現
れ
る
︒

ア
イ
ク
が
台
帳
を
相
当
読
み
進
ん
だ
段
階
で
︑
奴
隷
女
ユ
ー
ニ
ス
が
自
殺
し
た
記
録
に
強
い
疑
念
を
抱
く
︒
彼
は
そ
の
疑
念
を
推
し
進
め
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る
う
ち
に
︑
祖
父
が
︑
女
奴
隷
の
ユ
ー
ニ
ス
に
生
ま
せ
た
娘
ト
マ
シ
ナ
と
交
わ
り
︑
タ
ー
ル
を
生
ま
せ
た
と
い
う
︑
祖
父
の
人
種
混
淆
と

近
親
相
姦
へ
の
疑
い
を
強
め
︑
激
し
い
衝
撃
を
受
け
る
︒

し
か
し
ア
イ
ク
は
︑
そ
の
む
ご
い
仕
打
ち
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
タ
ー
ル
と
結
婚
し
た
妻
の
テ
ニ
ー
た
ち
は
飢
餓
に
も
耐
え
︑
南
北
戦
争
を

経
て
子
孫
を
残
し
新
し
い
時
代
へ
と
生
き
残
っ
て
い
く
記
録
も
読
み
取
る
︒
彼
は
︑
奴
隷
の
子
孫
た
ち
の
生
き
方
を
見
な
が
ら
︑
台
帳
の

中
に
︑﹁
老
カ
ロ
ザ
ー
ス
の
残
酷
さ
が
消
え
て
小
さ
く
な
っ
て
い
く
亡
霊
﹂︵th

e
fa
d
in
g
a
n
d
d
ilu

te
d
g
h
o
st

o
f
o
ld

C
a
ro
th
e
rs’

ru
th
le
ssn

e
ss

︶︵G
M

2
5
9

︶
を
読
み
取
り
な
が
ら
贖
罪
の
道
を
考
え
る
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
い
ま
ま
で
の
大

き
く
前
面
に
出
て
い
た
暗
闇
の
﹁
亡
霊
﹂
の
影
が
薄
れ
て
い
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
は
成
人
し
た
ア
イ
ク
の
︑
先
祖
の
呪
わ
れ

た
農
園
相
続
の
拒
否
と
贖
罪
行
為
に
呼
応
し
て
い
る
︒

一
方
こ
の
相
続
を
巡
っ
て
︑
反
対
す
る
従
弟
違
い
の
マ
ッ
キ
ャ
ス
リ
ン
と
の
間
で
議
論
と
な
る
が
︑
ア
イ
ク
の
相
続
拒
否
の
背
景
に
は
︑

大
森
林
の
不
死
身
の
存
在
で
あ
っ
た
巨
熊
の
消
滅
が
あ
る
︒
熊
は
︑
雑
種
犬
の
ラ
イ
オ
ン
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
最
期
を
遂
げ
る
が
︑
そ
の

時
熊
が
投
げ
か
け
る
影
︵G

W
2
8
1

︶
は
︑
熊
自
身
や
大
森
林
の
終
焉
の
象
徴
で
も
あ
る
︒
祖
父
の
﹁
亡
霊
﹂
と
同
じ
よ
う
に
︑
影
も
薄

れ
消
え
て
い
く
︒
こ
の
後
二
人
は
︑
キ
ー
ツ
の
詩
篇
﹁
ギ
リ
シ
ャ
の
壺
に
寄
せ
る
賦
﹂
を
巡
る
美
と
真
実
の
議
論
に
移
り
︑
呪
わ
れ
た
土

地
の
相
続
を
拒
否
す
る
ア
イ
ク
は
︑﹁
僕
は
自
由
だ
﹂︵G

W
2
8
4

︶
と
言
う
が
︑
現
実
は
厳
し
く
︑
近
親
や
妻
に
も
裏
切
ら
れ
︑
彼
の
受

難
と
苦
悩
は
続
い
て
い
く
︒
依
然
と
し
て
ア
イ
ク
に
さ
す
﹁
不
吉
な
影
﹂
は
消
え
ず
︑
二
つ
の
地
平
に
縛
ら
れ
た
状
態
で
あ
る
が
︑
し
か

し
︑
以
前
の
亡
霊
や
﹁
不
吉
な
影
﹂
が
︑
相
当
程
度
ま
で
変
容
し
て
き
て
い
る
こ
と
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
は
︑
こ
の
﹃
行
け
︑
モ
ー
セ
﹄
以
降
︑﹁
明
日
﹂
へ
の
志
向
を
強
め
て
い
き
︑
マ
ク
ベ
ス
の
暗
い
﹁
明
日
﹂
と

の
懸
隔
が
大
き
く
な
っ
て
い
く
が
︑
し
か
し
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
文
学
世
界
の
根
底
に
は
︑
依
然
と
し
て
︑
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
﹃
マ
ク
ベ

ス
﹄
の
﹁
歩
く
影
﹂︑﹁
短
い
蝋
燭
の
灯
火
﹂︑
そ
し
て
﹁
響
き
と
怒
り
﹂
が
渦
巻
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
マ
ク
ベ
ス
の
悲
劇
と
セ
リ
フ
が

直
接
の
源
泉
と
言
う
よ
り
︑
南
部
に
住
み
︑
南
部
の
現
実
を
直
視
し
な
が
ら
描
く
作
家
の
︑
文
学
観
や
人
生
観
と
の
根
源
的
な
共
振
と

【T：】Edianserver／関西学院大学／外国語外国文化研究／ⅩⅥ／
小山敏夫

（訂正なし）� 校

159

︵
一
六
八
︶



言
っ
た
方
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
︑
マ
ク
ベ
ス
を
︑
人
は
舞
台
の
上
で
大
騒
ぎ
を
し
て
︑
や
が

て
噂
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
退
場
し
て
い
く
俳
優
に
喩
え
た
よ
う
に
︑
人
生
を
悲
劇
の
舞
台
に
喩
え
る
発
想
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い

る
︒
ま
さ
に
︑﹁
こ
の
世
は
舞
台
︑
ひ
と
は
み
な
役
者
﹂︵﹃
お
気
に
召
す
ま
ま
﹄
二
幕
七
場
︶
の
人
生
観
で
あ
る
︒

﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
で
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
の
父
は
︑
息
子
に
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ン
が
恋
に
陥
っ
た
エ
レ
ン
を
変
え
て

い
く
さ
ま
を
︑
舞
台
監
督
に
喩
え
て
︑
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

彼
女
と
同
じ
よ
う
に
彼
自
身
も
︑
自
分
の
開
花
も
ま
た
無
理
矢
理
咲
か
さ
れ
て
い
る
も
の
で
︑
そ
の
舞
台
を
観
客
の
前
で
演
じ
て
い
る
う
ち
に
も
︑

自
分
の
背
後
で
運
命
が
︑
宿
命
が
︑
応
報
が
︑
皮
肉
が

︱
な
ん
な
ら
舞
台
監
督
が
︑
と
言
っ
て
も
い
い
が

︱
す
で
に
そ
の
場
面
の
舞
台
装
置
を

取
り
外
し
に
か
か
り
︑
次
の
場
面
の
た
め
に
人
工
的
に
作
っ
た
影
や
形
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
に
︑
こ
れ
も
ま
た
彼
女
と
同
様
に
気
づ
い
て
は
い
な

か
っ
た
︒︵A

A
5
7

︶

ま
た
︑
深
夜
の
大
学
寮
で
︑
若
者
二
人
は
︑
ロ
ー
ザ
の
死
を
知
ら
せ
る
父
の
手
紙
を
前
に
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
も
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン

は
悲
劇
役
者
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
人
生
観
や
舞
台
観
は
︑﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄

に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹃
八
月
の
光
﹄
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
一
五
年
の
放
浪
と
円
環
的
な
放
浪
︑
彼
を
殺
す
グ
リ
ム
の

チ
ェ
ス
の
差
し
手
︵th

e
P
la
y
e
r

︶
と
歩
︵p

a
w
n

︶
の
比
喩
︑﹃
館
﹄
の
ミ
ン
ク
が
意
識
す
る
︑
彼
の
運
命
を
支
配
す
る
﹁
神
﹂︵O

ld

M
a
ste

r

﹂
や
﹁
彼
ら
﹂︵T

h
e
y

︶
な
ど
は
︑
す
べ
て
同
じ
舞
台
認
識
に
通
じ
て
い
る
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
こ
の
よ
う
な
人
間
の
運
命
や
悲
劇
性
を
早
く
か
ら
意
識
し
て
お
り
︑
そ
の
人
生
観
は
生
涯
消
え
ず
︑
そ
こ
に
︑
い

ま
ま
で
触
れ
て
き
た
影
と
亡
霊
の
世
界
が
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
作
家
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
︑
没
落

し
た
南
部
旧
家
の
流
れ
を
汲
む
コ
ン
プ
ソ
ン
氏
の
運
命
観
や
宿
命
観
を
共
有
し
つ
つ
︑﹁
明
日
﹂
へ
の
︑
彼
独
自
の
創
造
世
界
に
歩
を
進
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め
る
の
で
あ
る
︒

最
初
に
﹁
丘
﹂
で
触
れ
た
よ
う
に
︑﹁
不
吉
な
影
﹂
が
︑﹁
明
日
も
ま
た
彼
の
回
り
に
ま
と
い
つ
く
だ
ろ
う
﹂
と
主
人
公
は
考
え
る
が
︑

こ
の
﹁
明
日
﹂
も
マ
ク
ベ
ス
の
︑﹁
明
日
︑
ま
た
明
日
﹂
に
始
ま
る
人
生
観
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
忘
れ
て
な
ら
な
い
点
は
︑

こ
の
初
期
の
無
名
の
主
人
公
の
つ
ぶ
や
き
に
は
︑
芸
術
を
求
め
る
心
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
は
︑
マ
ク
ベ
ス
の
﹁
明
日
﹂

の
変
容
と
言
え
る
も
の
で
も
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
文
学
全
体
の
文
脈
に
あ
て
は
め
れ
ば
︑
な
に
よ
り
も
︑
芸
術
創
造
を
求
め

る
人
物
像
を
脳
裏
に
秘
め
た
う
え
で
︑
影
や
亡
霊
を
描
き
な
が
ら
︑﹁
明
日
﹂
を
志
向
す
る
姿
勢
で
あ
る
︒
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
︑

南
部
文
学
の
再
興
で
あ
り
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
目
指
し
た
︑
書
く
に
値
す
る
﹁
私
自
身
の
小
さ
な
郵
便
切
手
の
よ
う
な
故
郷
の
地
﹂
を
土

台
に
︑﹁
私
自
身
の
小
さ
な
宇
宙
﹂
を
完
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
繰
り
返
し
て
言
え
ば
︑
あ
の
﹁
丘
﹂
の
二
つ
の
地
平
に
あ
っ
て
︑

影
を
ひ
き
ず
っ
た
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
分
身
が
︑
故
郷
を
眼
下
に
し
て
︑
目
指
そ
う
と
し
た
創
造
世
界
で
あ
る
︒

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
演
説
で
述
べ
て
い
る
︑﹁
最
後
の
運
命
の
鐘
が
鳴
っ
て
︑
潮
が
引
い
た
︑
最
後
の
赤
々
と
な
っ
て
消
え

て
い
く
黄
昏
に
懸
か
っ
て
い
る
︑
値
打
ち
も
な
い
岩
か
ら
消
え
て
い
っ
て
も
︑
な
お
か
つ
︑
ま
だ
一
突
き
の
鐘
の
音
が
残
り
︑
か
の
小
さ

な
不
屈
の
声
が
ま
だ
語
っ
て
い
る
﹂︵E

ssa
y
s,

S
p

eech
es

&
P

u
b
lic

L
etters

1
2
0

︶
と
い
う
余
情
に
あ
ふ
れ
た
表
現
は
︑
い
ま
ま
で
の

文
脈
か
ら
言
え
ば
︑
影
や
亡
霊
の
世
界
に
︑
消
え
る
こ
と
の
な
い
不
屈
の
声
が
残
っ
て
い
て
︑
明
日
へ
の
創
造
世
界
に
息
づ
い
て
い
る
と

い
う
言
い
方
で
も
あ
ろ
う
︒

﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
と
と
も
に
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
再
構
築
し
て
い
た
シ
ュ

リ
ー
ヴ
に
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
憎
し
み
を
込
め
て
南
部
の
物
語
を
し
て
い
た
と
映
り
︑﹁
な
ぜ
南
部
を
憎
む
の
か
﹂
と
聞
く
︒
そ
れ
に

対
し
て
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
︑﹁
憎
ん
で
い
な
い
︒
憎
ん
で
な
ん
か
い
な
い
！
﹂
と
内
心
で
激
し
く
苦
悶
す
る
が
︑
こ
れ
は
作
家
自
身
の

南
部
に
対
す
る
複
雑
な
心
情
と
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
読
者
は
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア

ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
執
筆
に
あ
た
っ
て
︑﹁﹁
私
は
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
︑
南
部
と
南
部
の
人
々
に
対
し
て
︑
憎
悪
の
形
で
投
影
し
て
い
る
悲
痛
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︵b
itte

rn
e
ss

︶
を
用
い
る
﹂︵S

elected
L

etters
o
f

W
illia

m
F

a
u

lk
n

er
7
9

︶
と
語
っ
た
言
葉
を
思
い
出
し
て
も
よ
い
︒
そ
れ
は
ま
た
︑

ロ
ー
ザ
が
︑
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
に
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
聞
か
せ
た
名
目
が
︑
作
家
に
な
る
た
め
の
素
材
を
提
供
し
た
と
語
っ
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
あ
る
ま
い
︒
ま
た
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
︑
マ
グ
ノ
リ
ア
や
過
去
の
栄
光
を
志
向
す
る
︑
陳
腐
で
大
言
壮
語
の
︑
擬
似
的
な
旧
来
の
南

部
文
学
に
対
峙
し
た
心
情
は
︑
外
部
の
目
︵
シ
ュ
リ
ー
ヴ
︶
に
は
︑
サ
ト
ペ
ン
物
語
を
し
た
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
が
︑
南
部
に
対
し
て
憎
し
み

を
抱
い
て
い
る
と
映
っ
た
心
情
と
通
底
し
て
い
る
︒

ま
さ
に
こ
の
﹁
作
り
事
﹂
で
は
な
い
︑
真
の
文
学
創
造
を
使
命
と
し
て
︑
そ
れ
に
傾
注
し
た
作
家
自
身
の
南
部
へ
の
愛
憎
の
葛
藤
こ
そ

が
︑
影
と
亡
霊
の
謂
い
で
あ
り
︑
創
作
の
当
初
か
ら
︑
大
自
然
の
季
節
の
循
環
や
時
の
流
れ
を
背
景
に
︑
死
と
再
生
の
生
命
の
永
劫
回
帰

の
有
り
様
を
追
究
し
て
き
た
︑
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
文
学
世
界
の
核
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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河
合
隼
人
﹃
影
の
現
象
学
﹄
講
談
社
︑
一
九
九
七
︒

後
藤
和
彦
﹃
敗
北
と
文
学
﹄
松
柏
社

二
〇
〇
五
︒

藤
平
育
子
﹃
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ア
メ
リ
カ
幻
想

︱
『ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
の
真
実
﹄
研
究
社

二
〇
〇
八
︒

日
本
語
訳
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
訳
書
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
︒

平
石
貴
樹
・
新
納
卓
也
訳
﹃
響
き
と
怒
り
﹄
岩
波
文
庫
︑
二
〇
〇
七
︒

藤
平
育
子
訳
﹃
ア
ブ
サ
ロ
ム
︑
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
﹄
岩
波
文
庫
︑
二
〇
一
二
︒

須
山
静
夫
訳
﹃
八
月
の
光
﹄
冨
山
房
︑
一
九
六
八
︒
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