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―
―
•
三
）
と
い
う
二
冊
の
金
子
光
晴
論
が
刊
行
さ
れ
、
ど
ち
ら

本
文
読
解
の
必
要
性
に
つ
い
て

(
1
)
 

金
子
光
晴
の
南
洋
体
験
に
つ
い
て
は
多
く
の
人
が
や
や
大
雑
把

に
言
及
し
て
い
る
が
、
遺
さ
れ
た
南
洋
文
学
の
テ
ク
ス
ト
が
本
格

的
に
文
学
研
究
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
今
日
に
至
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
最
近
、
中
村
誠

「金
子
光
晴
〈
戦
争
〉
と

〈生〉

の
詩
学
』
（笠
間
書
院
、
二
0
0
九
•
四
）
と
金
雪
梅
『
金

子
光
晴
の
詩
法
の
変
遷

そ
の
契
機
と
軌
跡
』
（
花
書
院
、
二

O

も
金
子
光
晴
の
南
洋
体
験
に
つ
い
て
は
章
を
割
い
て
そ
の
事
績
を

紹
介
し
て
い
る
が
、
考
察
部
分
は
曖
昧
か
つ
概
説
的
で
あ
り
、
書

か
れ
た
も
の
の
文
学
性
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難

い
。
曖
昧
さ
の
内
実
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
、

I

金
子
光
晴

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
論
I

イ
デ
ア
の
詩
的
形
象

晴
と
い
う
人
物
に
関
す
る
評
論
の
多
く
は
、
既
存
の
年
譜
と
簡
単

な
作
品
紹
介
に
基
づ
い
て
い
る
。
作
家
の
伝
記
的
事
項
と
作
品
の

書
誌
的
事
項
を
調
査
し
た
信
頼
す
べ
き
年
譜
と
し
て
は
、
「
金
子

光
晴
全
集
j

第
十
五
巻
（
中
央
公
論
社
、

年
譜
と

『人
物
書
誌
体
系
金
子
光
晴
j
(
日
外
ア
ソ
シ
ェ
ー
ツ
、

一
九
八
六
）
所
収
の
年
譜
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
原
満
三
寿
の
作

成
で
あ
る
。
原
に
よ
る
『
評
伝
金
子
光
晴
』
（
北
渓
社
、
―

1
0

0
-
）
の
達
成
は
、
そ
う
し
た
一
次
資
料
の
博
捜
と
分
析
の
所
産

で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
伝
記
的
研
究
は
、
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
れ
た
作

家
研
究
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
負
う
余
り
独
自
の
検
証

金
子
光
晴
論
の
大
半
は
人
物
論
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
金
子
光

た
い
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き

一
九
七
七
）
所
収
の

土
屋

忍
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「
詩
人
」

に
整
理
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
修
正
を
加
え
て
い
っ
た
好
著
で
あ

四
0
年
前
後
に
発
表
さ
れ
た
金
子
光
晴
の
詩
集

『鮫
』
（
人
民
社
、

解
く
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
く
一
九

し
た
方
向
性
を
も
っ
た
こ
れ
ま
で
の
論
考
を
ひ
き
う
け
て
、
丁
寧

あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

を
読
み

す
る

一
九
四

0
年
代
の
南
洋
文
学
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で

は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
品
研
究
の
場
合
に
は
、
先
行
す

ク
ス
ト
評
釈
を
踏
ま
え
て
少
し
で
も
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
こ
と

が
目
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
人
物
と
そ
の
生
き
た
時
代
を
論
じ
る

と
き
に
は
、
従
来
の
作
家
情
報
蓄
積
型
の
研
究
を
実
証
的
に
乗
り

越
え
る
こ
と
が
研
究
課
題
と
さ
れ
て
い
な
い
傾
向
が
あ
る
と
す
る

中
村
誠
の
『
金
子
光
晴

〈
戦
争
〉

と

〈生〉

の
詩
学
」

ょ、．ヽ

以
上
の
よ
う
な
人
物
論
に
偏
し
た
動
向
に
自
覚
的
で
あ
り
、
そ
う

る
。
中
村
に
よ
る
と
、
（
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
や

『ど
く
ろ
杯
』

等
の
自
伝
的
三
部
作
を
と
り
あ
げ
た
論
考
の
）
「
多
く
は
金
子
の

ア
ジ
ア
認
識
や
思
想
形
成
を
探
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
る
」
が
、
城
殿
智
行
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
反
復
ー
金
子
光
晴
と

の
回
想
ー
」
（
「
日
本
近
代
文
学
j

一
九
九
七
•

1
 

0
)
 

及
び
土
屋
忍
「
金
子
光
晴

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

論
序
説
I
紀

行
文
批
評
の
た
め
に
ー
」
（
『
国
際
文
化
研
究
』

一
九
九
八
•
十

一
九
三
七
•
八
）
や
エ
ッ
セ
イ
類
、
あ
る
い
は
戦
後
の
著
作
で
あ

る
が
大
半
が
そ
の
当
時
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る

『女
た
ち
へ
の
エ

レ
ジ
ー

』
（
創
元
社
、
一
九
四
九
•
五
）
な
ど
、
『マ
レ
ー
蘭
印
紀

行
』
以
外
の
南
洋
も
の
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
て
論
じ
て
い
く

必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
一
足
飛
び
に
そ
こ
に
踏
み
入

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
研
究
状
況
が
許
さ
な
い
か
ら
で
あ

本
稿
の
目
的
は
、
金
子
光
晴
の
南
洋
も
の
の
テ
ク
ス
ト
が
生
成

な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
不
可
思
議
で
あ
る
。

る
論
文
に
お
け
る
書
誌
的
情
報
や
作
家
論
的
研
究
、
と
き
に
は
テ

を
経
ず
に
ま
る
ご
と
踏
襲
し
た
人
物
評
論
を
作
家
研
究
と
呼
ぶ
の

あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
私
が
今
回
ふ
た
た
び
「
全
く
異
な
っ
た

ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
論
」
を
試
み
る
の
は
、
「
ア
ジ
ア
認
識
や
思

想
形
成
を
探
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
」
づ
け
る
こ
と
に
対
し
て

違
和
感
を
覚
え
る
か
ら
で
は
な
い
。
物
語
内
容
の
レ
ベ
ル
で
も
物

語
言
説
の
レ
ベ
ル
で
も
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
読
ま

れ
て
い
な
い
、
と
い
う
異
様
な
事
態
に
あ
ら
た
め
て
直
面
し
、
危

機
感
を
覚
え
た
か
ら
で
あ
る
。

二
）
は
そ
れ
ら
と
「
全
く
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
論
」
で
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か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
す
で
に
現
地
で
あ
り
、
無
名
の
奥

あ
る
。
目
次
の
タ
イ
ト
ル
ど
お
り
、
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
の
描
写

河
輿

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』

の
特
徴
の
第

一
は
、
そ
の
書
き
出
し
に

繰
り
返
す
が
、
金
子
光
晴
の
南
洋
文
学
に
関
す
る
本
格
的
な
研

『
女
た
ち
へ
の
エ
レ
ジ
ー
』

の
側
か
ら
読
み
な
お
し
、
戦
前
か
ら

戦
後
に
か
け
て
の
断
絶
と
連
続
性
に
お
い
て
三
作
品
を
位
置
づ
け

究
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
要
因
は
、

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

の
本

文
を
読
ん
で
み
せ
た
人
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。

統
合
的
な
紀
行
と
そ
の
主
体

少
な
く
な
い
の
は
、
日
常
空
間
の
外
に
出
た
と
き
が
旅
の
始
ま
り

で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
し
、
海
外
へ
の
移
動

手
段
と
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
船
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
だ

ろ
う
。
そ
の
点
で
は
、

夏
目
漱
石

『満
韓
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

J
(
I

九
0
九
）
か
ら
谷
崎
潤
一
郎
「
蘇
州
紀
行
」
(
-
九

一
九
）
、
佐
藤

春
夫

『南
方
紀
行
』
(
-
九
二
二
）
、
芥
川
龍
之
介
『
支
那
遊
記
』

（
一
九
―
―
五
）
、
横
光
利
一

本
の
内
地
、

『
欧
州
紀
行
』
(
-
九
一
一
＿
七
）
に
至
る

ま
で
ど
の
紀
行
を
み
て
も
同
様
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
例
外

が
、
お
そ
ら
く
は
、
「
小
説
」
か
ら
始
ま
る
紀
行
文
集
で
あ
る
中

(
3
)
 

『熱
帯
紀
行
j

（
一
九
三
四
）
で
あ
ろ
う
。

て
こ
そ
生
か
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
国
内
の
移
動
か
ら
筆
が
起
こ
さ
れ
る
こ
と
も

変
遷
」
に
お
け
る
主
張
も
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
や
「
鮫
』
を

ち
寄
っ
た
玄
関
口
た
る
港
、
途
上
の
港
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
日

八
）
で
あ
る
と
す
る
評
価
は
、
概
説
的
に
は
成
立
す
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
の
外
側
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
か
ら
説
明

(
2
)
 

し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
マ
レ
ー
蘭

印
紀
行
』
と

「鮫
』
だ
け
で
は
な
く

「女
た
ち
へ
の
エ
レ
ジ
ー
j

も
一
緒
に
み
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
前
掲

「金
子
光
晴
の
詩
法
の

な
っ
て
い
る
。
た
い
て
い
の
近
代
日
本
の
海
外
紀
行
文
の
冒
頭
に

は
、
旅
と
い
う
非
日
常
的
な
営
為
が
は
じ
ま
る
き

っ
か
け
が
身
辺

雑
記
の
延
長
の
よ
う
な
形
で
語
ら
れ
、
日
付
と
と
も
に
固
有
地
名

が
記
さ
れ
る
。
そ
の
地
名
も
、
旅
の
最
終
目
的
地
よ
り
も
前
に
立

旅
を
し
て
い
る
の
か
が
、

に
わ
か
に
判
じ
難
い
よ
う
な
構
成
に

る
。
た
と
え
ば
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

を
「
『
鮫
』
の
散
文
版
」

（
加
茂
弘
郎
「
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
論
」
『
こ
が
ね
晶
j

一
九
八

つ
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
目
的
の

地
で
あ
る
。
「
紀
行
」
と
は
旅
の
記
録
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、

Vヽ
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「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
の
初
出
雑
誌
を
み
る
と
、
「
小
説
」
欄
に
掲

い
き
な
り
現

J

ど
り
の
眼
」
以
降
の
マ
レ
ー
半
島
の
紀
行
で
は
、

は
っ
き
り

す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
眼

ひ
ょ
ろ
つ
い
て
い
る
。
」
（
「
セ
ン
プ
ロ
ン
河
」
）
と
、

し
そ
れ
だ
け
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
を
強
調

ポ
ン

収
録
さ
れ
る
と
き
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
ま
ま
表
現
を
詩
的
に
研
磨
す

説
」
と
し
て
の
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
が
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に

(
4
)
 

本
文
を
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。
「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
l

ょ、
-
9
 

「
川
は
、
森
林
の
脚
を
く
ぐ
っ
て
流
れ
る
。
…
…
泥
と
、
水
底
で

朽
ち
た
木
の
葉
の
灰
汁
を
ふ
く
ん
で
粘
土
色
に
ふ
く
ら
ん
だ
水

が
、
気
の
つ
か
ぬ
く
ら
い
し
ず
か
に
う
ご
い
て
い
る
。
／
ニ
ッ

パ
l

水
生
の
椰
子
ー
の
葉
を
枯
ら
し
て
屋
根
に
葺
い
た
カ
ン

（
部
落
）
が
、
そ
の
水
の
上
に
た
く
さ
ん
な
杭
を
涵
し
て
、

地
の
「
川
」
と
水
上
家
屋
の
描
写
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
場
所
は
、

直
接
日
本
か
ら
の
船
が
乗
り
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
陸
部
で

あ
る
。
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
は
、
同
じ
英
領
マ
レ
ー
の
中
で
も
、

バ
ト
パ
ハ
川
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
川
な
ど
に
比
べ
て
無
名
で
あ
っ

た
。
「
ニ
ッ
パ
」
と
「
カ
ン
ポ
ン
」
が
表
象
す
る
マ
レ
ー
語
空
間

は
、
さ
ら
に
細
分
化
、
焦
点
化
さ
れ
て
無
名
の
固
有
名
に
よ
っ
て

位
置
が
特
定
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
「
パ
レ
ラ
ハ
」
「
ジ
ョ
ラ
」

「
ト
ン
カ
ン
・
ペ
チ
ャ
」
「
ビ
ル
ン
」
な
ど
、
現
代
よ
り
も
遥
か
に

南
洋
地
域
へ
の
関
心
が
高
か
っ
た
当
時
の
日
本
の
一
般
読
者
に

と
っ
て
も
、
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
」
や
「
コ
ー
ラ
ン
プ
ル
」
な
ど
と

(
7
)
 

は
異
な
り
、
未
知
な
る
空
間
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

る
方
向
で
改
稿
さ
れ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
初
出
と
の
異
同
を

最
初
に
検
証
し
た
前
掲
加
茂
論
文
に
基
づ
い
て
、
検
閲
に
配
慮
し

た
と
い
う
結
論
を
踏
襲
す
る
の
が
習
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

を
ふ
さ
ぐ
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
の
改
稿

は
、
紀
行
の
主
体
と
し
て
の
文
法
上
の
主
語
を
極
力
明
示
せ
ず
、

「
川
」
を
擬
人
的
に
主
体
化
す
る
方
向
で
な
さ
れ
て
い
る
。
『
マ

レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
お
け
る
こ
の
場
面
の
主
人
公
は
あ
く
ま
で

「
川
」
な
の
で
あ
り
、
形
式
お
よ
び
内
容
の
双
方
か
ら
そ
の
「
川
」

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
主
体
の
表
象
は
、
転
調
を
繰
り
返
す
。
紀
行
文
ら
し

か
ら
ぬ
移
動
主
体
の
後
景
化
は
冒
頭
で
幕
を
ひ
き
、
次
の

「
ね

「
私
」
が
前
景
化
さ
れ
て
い
く
。
紀
行
の
主
体
と
し
て
立
ち
あ

が
っ
た
「
私
」
は
、
「
爪
畦
」
の
章
で
同
伴
者
「
M
」
を
と
も
な

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
、
『
熱
帯
紀
行
」
と
同
じ
で
あ
る
。
「
小



81 イデアの詩的形象

て
と
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
行
論
に
お
け
る
「
『
マ
レ
ー
開
印

紀
行
」

の
記
述
は
旅
程
の
時
間
順
で
は
な
く
、
往
路
と
復
路
を
記

載
し
た
内
容
が
混
在
し
て
、
「
紀
行
」
と
し
て
統
合
性
に
欠
け
た
、

体
表
現
は
明
瞭
で
あ
り
、
全
体
を
統
合
す
る
語
り
手
の
存
在
が
み

現
と
呼
応
す
る
。
ま
た
、
末
尾
に
は
「
ね
こ
ど
り
の
眼
」
が
比
喩

り
」
は
、
鎖
に
つ
な
が
れ
た
「
木
菟
」
と
し
て
登
場
す
る
が
、
そ

の
呼
称
は
、

そ
の
次
の
節
で
あ
る
「
雷
気
」
に
お
け
る
「
大
蒼

鷺
」
の
「
凝
視
」
が
「
猫
属
を
お
も
わ
せ
る
も
の
」
だ
と
い
う
表

以
上
の
よ
う
に
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
に
お
け
る
紀
行
の
主

る
。
ま
た
、
「
ね
こ
ど
り
の
眼
」
と
い
う
節
の
本
文
で
一
ね
こ
ど

半
の
よ
う
な
レ
ト
リ
カ
ル
な
文
学
的
表
現
を
と
っ
て
い
な
い
。

見
せ
て
、
舟
が
上
流
へ
と
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

レ
ー
と
ジ
ャ
ワ
と
ス
マ
ト
ラ
の
相
違
点
が
整
理
さ
れ
て
お
り
、
前

さ
れ
て
い
る
「
猿
喰
わ
ず
」
は
、
「
雷
気
」
の
節
で
実
際
の
姿
を

「
ス
マ
ト
ラ
島
」
は
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
報
道
文
体
で
、

マ

と
が
わ
か
る
。
同
じ
く
冒
頭
の
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
で
説
明
だ
け

島
」
が
占
め
る
特
異
な
位
置
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
最
後
の

「
M
」
と
合
流
。
そ
の
後
ふ
た
り
は
分
か
れ
て
「
珊
瑚
島
」
に
は

(
9
)
 

「
私
」
ひ
と
り
で
赴
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
珊
瑚

た
「
雨
期
満
水
」
の
「
十
一
月
」
は
、
次
章
「
バ
ト
パ
ハ
」
の
冒

頭
「
貨
幣
と
時
計
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
十

一
月
と
十
二
月
の

頃
お
い
」
へ
と
つ
な
が
り
、
同
じ
雨
期
に
お
け
る
移
動
で
あ
る
こ

「私」

の
ひ
と
り
旅
で
あ
っ
た
が
、
「
蘭
印
」
た
る
「
爪
畦
」
で

合
性
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
で
明
示
さ
れ

つ
ま
り
、

「
マ
レ
ー
蘭
印
」
の
「
マ
レ
ー
」
部
分
に
お
い
て
は

次
に
、
節
と
節
、
章
と
章
の
関
連
性
か
ら
「
紀
行
」

の
「
統

に
活
か
し
た
文
体
が
現
わ
れ
る
。

に
文
章
を
組
み
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
日
本
語
の
特
性
を
最
大
限

「
珊
瑚
島
」
に
お
い
て
ふ
た
た
び
主
語
が
消
え
、
主
語
を
用
い
ず

一
九一―

10
年
に
出
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
紀
行
文
に
比
べ
て

(10) 

も
、
こ
れ
は
際
立

っ
た
特
徴
な
の
で
あ
る
」
の
よ
う
な
考
察
に
は

根
本
的
か
つ
致
命
的
な
誤
認
が
あ
る
。

と
し
て
明
示
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
最
後
か
ら
二
番
目
に
あ
た
る

う
主
体
を
登
場
さ
せ
る
の
を
差
し
控
え
て
い
る
。
同
時
代
つ
ま
り

「
私
」
と
「
M
」
の
会
話
も
記
さ
れ
、
紀
行
の
主
体
は
「
私
た
ち
」

せ
る
金
子
で
あ
る
が
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』

で
は
「
私
」
と
い

う
旅
人
と
な
り
、
や
が
て
そ
の
「
M
」
に
は
台
詞
が
与
え
ら
れ
、

独
特
の
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
作
品
で
は
多
く
一
人
称
を
登
場
さ
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「夜
な
か
か
ら
夜
あ
け
へ
」
で
あ
る
。

た
、
「
雷
気
」
の
後
半
で
実
際
に
「
雷
の
轟
」
を
き
く
場
面
は
、

イ
メ
ー
ジ
を
そ
れ
と
な
く
喚
起
す
る
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
ま

い
」
眼
は
、
同
じ
く
次
節
の
「
雷
気
」
に
お
い
て
、
「
私
」
が
対

面
す
る
「
カ
ン
ポ
ン
の
土
人
苦
力
の
な
か
か
ら
え
ら
ば
れ
た
美
し

い
女
」

の
「
傍
若
無
人
な
眼
つ
き
」
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
の

女
の
「
眼
」
に
貰
か
れ
て
「
私
」
は
「
獄
舎
に
い
る
」
と
認
識
す

る
の
だ
が
、
こ
の
「
獄
舎
」
の
認
識
は
、
す
で
に
「
雷
気
」
の
冒

頭
で
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
遡
っ
て
鎖
に
つ
な
が
れ
た

「木

こ
う
し
て
い
よ
い
よ
節
と
し
て
の
「
夜
」
に
至
る
が
、
そ
こ
で

は
夜
行
性
の
い
き
も
の
た
ち
の
「
眼
」
が
夜
の
密
生
林
を
走
る
様

子
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
る
。
夜
に
大
声
を
あ
げ
る
蛙
は

「雷
蛙
」

き
た
森
林
の
、
ゴ
ム
の
木
の
き
り
つ
け
面
か
ら
茶
碗
に
、

滴
し
た
た
る
乳
の
ま
ぼ
ろ
し
が
闇
の
中
に
す
っ
か
り
み
え
る
よ
う

だ
。
そ
れ
は
、
い
た
ず
ら
に
あ
け
が
た
ま
で
こ
ぼ
れ
つ
づ
け
て
。

び
に
あ
た
る
が
、
く
わ
え
て
い
る
の
は
よ
そ
の
狡
童
で
あ
る
。
」

へ
と
つ
な
が
り
、
比
喩
が
連
鎖
し
て
い
る
。
ま
た

「
開
墾
」
で

は、

「巣
」
が
な
い
て
お
り
、
「
ね
こ
ど
り
」
↓
「
木
菟
」
1
「猫

属
」
↓

「ね
こ
ど
り
」
↓
「
巣
」
と
、
言
い
換
え
に
よ
る
イ
メ
ー

こ
う
し
て
み
る
と
、

ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
断
章
が
並
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
続
く
節
や

章
が
、
実
は
互
い
に
呼
応
す
る
単
語
や
表
現
に
よ
っ
て
相
補
的
、

交
響
的
な
関
係
に
あ
り
、
意
図
的
な
言
葉
の
配
置
が
織
り
な
す
イ

メ
ー
ジ
の
連
鎖
が
、
全
体
を
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
に

(11) 

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
見
、
因
果
関
係
や
物
語
的
連
続
性
が
あ

楼
閣
の
し
た
」
を
「
夜
の
よ
う
に
陰
暗
」
と
表
現
し
、
「
夜
」
の

ジ
連
鎖
が
節
を
ま
た
い
で
続
い
て
い
る
。

あ
る
が
、
「
雷
気
」
の
前
半
の
密
林
の
描
写
に
お
い
て
、
「
熔
樹
の

菟
」
の
姿
に
ま
で
行
き
着
く
。「
雷
気
」
の
次
の
節
は

「
夜
」
で

／
馬
来
の
乳
房
の
、
ジ
ョ
ホ
ー
ル
は
、

滋
乳
を
ふ
く
ま
せ
る
乳
く

一
滴

込
ん
で
く
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
「
ま
だ
た
き
を
し
な

は
、
次
節

「開
墾
」
の
冒
頭
「
眼
を
と
じ
る
と
、
く
ぐ
り
ぬ
け
て

ろ
が
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
圧
迫
し
て
く
る
。
人
を
深
淵
に
追
い

「
園
主
の
た
め
に
富
の
乳
汁
を
醸
す
ゴ
ム
の
木
」
と
い
う
く
だ
り

の
眼
の
ご
と
く
ま
た
た
き
を
し
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
眼
は
、
ひ

「雷
気
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
ひ
き
う
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

表
現
と
し
て
現
わ
れ
、
「
南
方
の
天
然
は
、
な
べ
て
、
ね
こ
ど
り

と
称
さ
れ
る
。
「
夜
」
は
、
「
ね
こ
ど
り
の
眼
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
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藝
』

一
九
一
三
九•

I
 

0
)
 

「
鮫
」
を
含
む
詩
集

「鮫
』
（
人
民
社
、

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
は
、
戦
争
、
帝
国
主
義
、
植
民

地
主
義
へ
の
抵
抗
精
神
で
あ
る
。

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
は
、

「
鮫
」
に
見
出
さ
れ
た
反
戦
、
あ
る
い
は
反
帝
国
主
義
、
反
植
民

地
主
義
と
い
う
評
価
軸
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
受
容
史
が
あ

る
。
こ
こ
で
は
両
者
の
関
係
性
を
あ
ら
た
め
て
検
証
す
る
た
め

に
、
「
鮫
」
の
本
文
に
つ
い
て
、
手
短
に
み
て
お
き
た
い
。

六
部
ま
で
あ
る
二
四

0
行
の
長
編
詩
「
鮫
」
の
冒
頭
で
は
、

「
海
の
う
は
つ
つ
ら
で
鮫
が
、
／
ご
ろ
り
ご
ろ
り
と
轄
っ
て
ゐ
る
。
」

と
、
妙
に
軽
い
が
妙
に
存
在
感
の
あ
る
「
鮫
」
が
日
本
と
は
直

一
九
三
七
）
に
つ
い
て

「
散
文
詩
」
と
し
て
も
物
語
と
し
て
も
、
読
む
こ
と
自
体
が
放

棄
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
な
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
で
あ
る
が
、

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
の
思
想
的
理
解
を
助
け
る
資
料
と
し
て
用

い
ら
れ
て
き
た
の
が
、
同
じ
く
南
洋
を
舞
台
に
し
た
「
鮫
」
（
『文

で
あ
る
。
「
抵
抗
詩
」
の
代
表
と
さ
れ

て
き
た
が
、
や
は
り
丁
寧
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

(12) 
こ°t
 「

鮫
」
と
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
方
法
的
類
似

接
縁
の
な
い
「
海
」
と
と
も
に
提
示
さ
れ
る
。
「
鮫
」
は
、
第

一

部
全
体
で
、
「
腹
の
な
か
に
は
、
食
み
で
る
程
人
間
が
つ
ま
っ
て

ゐ
る
」
没
義
道
（
「
も
ぎ
道
」
）
な
「
奴
た
ち
」
と
し
て
表
象
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、

上
田
敏
の
訳
詩
集

「海
潮
音
』
(
-
九

0
五）

所
収
の
「
大
飢
餓
」
（
ル
コ
ン
ト
・
ド
ゥ
・
リ
イ
ル
）
に
お
け
る

「
鰺
ざ
め
」
表
象
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
か
ら
は

ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
転
調
し
、
に
わ
か
に
寓
意
性
を
帯
び
始
め
る
。

「
奴
ら
」
と
呼
ば
れ
る
「
軍
艦
」
と
第

一
部
で
「
奴
た
ち
」
と
呼

ば
れ
た
「
鮫
」
が
同
じ
く
「
不
消
化
な
人
間
の
死
骸
で
満
腹
」
な

腹
を
抱
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

「
軍
艦
」
が
「
鮫
」

の
隠
喩
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
は
こ
の
「
軍
艦
」
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
第
一
部
後
半
の
「
重
砲
の
よ
う
に
威
大
で
、
底
意
地
悪
く

て
」
と
い
う
直
喩
に
よ
っ
て
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
第

二
部
で
「
鮫
の
奴
」
が
「
金
持
の
西
洋
人
の
や
う
に
」
と
い
う
直

喩
で
表
象
さ
れ
る
と
き
、
「
鮫
」
が
象
徴
す
る
も
の
に
は
っ
き
り

「
西
洋
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
与
さ
れ
、
同
じ
第
二
部
の
冒
頭
で

「
ヴ
ス
コ
・
ダ
・
ガ
マ
」
「
ヤ
ン
・
ピ
ー
タ
ー
ソ
ン
・
ク
ー
ン
」

「
サ
ー

・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ラ
ッ
フ
ル
ス
」
と
い
う
固
有
名
が

い
ず
れ
も

「西
洋
人
」
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
印
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「
奴
ら
」
に
対
抗
す
る
主
体
と
し
て
現
わ
れ
る
。
第
三
部
で
は

象
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
三
人
も
ま
た
「
奴
ら
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の

「
奴
ら
の
艦
隊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
隠
喩
と
し
て
の
「
軍
艦
」

を
担
う
担
い
手
の
具
体
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、

「
吾
等
は
、
基
督
教
徒
と
香
料
を
求
め
て
こ
こ
に
至
る
。
」
と
い
う

一
文
が
、

「
ヴ
ス
コ

・
ダ
・
ガ
マ
の
印
度
上
陸
の
言
葉
」
と
し
て

紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
吾
等
は
、
奴
隷
と
掠
奪
品
を
求
め

て
こ
こ
に
至
る
。
」
と
い
う
一
文
と
の
換
言
可
能
性
が
示
さ
れ
る

と
き
、
読
む
者
は
立
ち
止
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
資
金
援
助
を
う
け
て
海
を
渡

る
冒
険
家
た
ち
が
道
筋
を
つ
く
る
布
教
活
動
は
、
近
代
の
医
療

や
科
学
技
術
に
よ
る
援
助
を
餌
に
し
た
先
住
民
の
「
奴
隷
」
化

で
あ
り
、
宣
教
と
と
も
に
お
こ
な
う
資
源
の
開
発
は
、
先
住
民

の
生
活
に
癒
し
と
貨
幣
経
済
を
持
ち
込
み
、
協
力
者
に
対
し
て

は
物
質
的
に
豊
か
に
し
な
が
ら
そ
れ
よ
り
遥
か
に
自
分
た
ち
を

豊
か
に
す
る
こ
と
を
最
終
目
的
と
し
た
実
質
的
な
「
掠
奪
」
行

為
で
あ
る
。「
奴
隷
」
化
と
「
掠
奪
」
行
為
を
推
進
す
る
の
が
近

代
科
学
と
軍
国
主
義
に
基
づ
く
暴
力
で
あ
り
、
「
軍
艦
」
な
の
で

あ
る
。
第
二
部
で
は
、
第
一
部
で
姿
を
隠
し
て
い
た
「
俺
」
が
、

「
A
U
T
O
」
（
自
動
車
）
、
第
四
部
で
は
「
E
M
D
E
N
」
（
港
湾
都
市
）

が
、
「
鮫
」
の
背
景
に
「
て
か
て
か
し
」
た
機
械
と
海
の
帝
国
を

す
る
際
に
重
要
に
な
る
の
は
、
軍
国
主
義
、
帝
国
主
義
、
植
民
地

主
義
と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
対
立
を
焦
点
化
し
て
抽
象
化

し
て
う
け
と
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
帝
国
の
叡
智
と
植
民
地
シ
ス

テ
ム
の
し
た
た
か
さ
の
根
源
と
そ
れ
を
支
え
る
構
造
を
表
象
し
て

い
る
点
を
読
み
落
と
さ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
抵
抗
詩
」
と
い
う
ひ
と
り
歩
き
し
て
い
る
レ
ッ
テ
ル
に
つ
い

て
も
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
受
動

的
な
客
体
で
あ
っ
た

「俺
」
は
、
第
三
部
で
は
じ
め
て

「奴
ら
に

ぶ
つ
か
っ
て
い

」
＜
。
「
奴
ら
」
は
「
壁
」
で
あ
り
、
「
「
世
間
」

と
い
う
要
塞
」
で
あ
る
。
「
友
情
」
「
平
和
」

「社
会
愛
」
「
縦
陣
」

「
法
律
」
「
輿
論
」
「
人
間
価
値
」
が
標
榜
さ
れ
る
場
所
で
も
あ
り
、

お
伽
話
の
中
の
悪
者
の
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
な
悪
人
顔
を
見
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
厄
介
さ
を
抱
え
て
い
る
。
「
う
は
つ
つ
ら
」
で

「
ご
ろ
り
ご
ろ
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
呼
応
す
る
「
浮
流
水
雷
」
と

し
て
の
「
鮫
」
が
待
ち
構
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
ぶ
つ
か
っ
て
い

く
。
第
四
部
で
「
俺
」
に
は
「
女
」
と
「
子
供
」
が
い
る
こ
と
が

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
ド
イ
ツ
語
を
ち
ら
つ
か
せ
る
。
こ
れ
ら
を
解
釈
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味
す
る
機
会
を
奪
う
と
と
も
に
、
構
造
上
の
相
同
性
を
見
え
な
く

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
き
、
読
売
新
聞
の
書

に
と
ど
ま
る
こ
れ
ま
で
の
外
在
的
な
理
解
は
、
詳
し
い
内
容
を
吟

を
つ
づ
け
る
」
「
俺
」
の
腕
に
は
「
女
」
が
ま
き
つ
き
、
首
に
は

に
ぶ
つ
か
る
よ
り
し
か
た
が
な
い
」
。
ぶ
つ
か
る
た
び
に
「
死
骸
」

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
I

に
お
い
て
も
同
様
に
、
冒
頭
で

一
人
称
が

姿
を
潜
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
も
な
く
明
示
さ
れ
た
一
人
称
が

や
が
て
妻
子
を
含
め
た
一
人
称
複
数
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
ま

た

「
鮫
」
は
六
部
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
]
は
八
章
(
+
九
節
）

に
分
か
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、
よ
く

読
み
さ
え
す
れ
ば
、
個
々
の
節
や
章
の
関
連
性
や
イ
メ
ー
ジ
の
連

鎖
、
随
所
に
仕
掛
け
ら
れ
た
伏
線
を
（
こ
こ
ま
で
で
指
摘
し
た
箇

所
以
外
に
も
）
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
思
想
的
相
同
性
の
指
摘

ワ
人
・
ス
マ
ト
ラ
人
・
中
国
人
・
イ
ン
ド
人
・
日
本
人
・
琉
球

人
・
オ
ラ
ン
ダ
人
・
ス
ラ
ー
ニ
ー
（
混
血
児
）
・
ユ
ダ
ヤ
人
・
ベ

ン
ガ
ル
人

・
ア
ラ
ビ
ヤ
人
・
安
南
人
•
海
南
人
・
ヒ
ン
ヅ

1

人

地
邦
人
を
通
し
て
表
象
さ
れ
、

マ
レ
ー
の
自
然
と
マ
レ
ー
人

だ
け
で
は
表
象
で
き
な
い
空
間
と
し
て
も
表
象
さ
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
よ
う
に
は
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

比
率
が
大
き
い
。
「
マ
レ
ー
」
は
、

と
「
蘭
印
」
の
描
写
配
分
を
み
る
と
、
圧
倒
的
に
「
マ
レ
ー
」
の

名
で
表
象
さ
れ
る
。

『
マ
レ
ー
瀾
印
紀
行
l

に
お
け
る
「
マ
レ
ー
」

の
「
土
人
」

「土
民
」
あ
る
い
は
「
船
夫
」
「
サ
ル
タ
ン
」
な
ど
の

マ
レ
ー
人
は
、
先
住
民
と
し
て

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
人
は
苦
力
や
南
洋
華
僑
、

日
本
人
は
現

レ
ー
を
通
し
て
表
象
さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
登
場
し
な
い
。

こ
こ
ま
で
ご
く
簡
単
に
み
て
き
た
が
、
「
鮫
」
に
お
い
て
も

（
キ
リ
ン
族
）

・
タ
イ
人
な
ど
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
、
英
領
マ

終
わ
る
。

憶
を
宿
し
た
虚
構
の
身
体
の
・
精
神
の
・
魂
の
抵
抗
が
示
さ
れ
て

と
な
り
、
「
死
骸
の
死
骸
」
と
な

っ
て
も
ぶ
つ
か
り
、
死
者
の
記

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
登
場
す
る
の
は
、

「
子
供
」
が
鎚

っ
て
い
る
。
「
俺
は
、

ど
こ
迄
も
、
ま
と
も
か
ら
奴

「
雷
電
」
と
そ
の
行
方
ー
マ
レ
ー
の
「
支
那
人
」
表
象
ー

で
は
す
で
に
「
死
骸
の
死
骸
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
で
も
「
放
浪

に
つ
い
て
の
理
解
も
怪
し
い
も
の
で
あ
る
。

明
か
さ
れ
、
第
五
部
で
「
俺
た
ち
」
と
複
数
化
す
る
が
、
第
六
部

マ
レ
ー
人
・
ジ
ャ

し
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、
そ
の
思
想
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旅
を
つ
づ
け
て
い
て
も
、
意
気
軒
昂
だ
っ
た
と
い
う
彼
の
目
が
、

気
」
は
、
次
の
よ
う
な
「
雷
電
」
の
気
配
を
導
く
。

評
（
棟
田
博
「
美
し
い
紀
行
類
」

刊
）
で
は
、
「
大
変
に
真
面
目
で
、
克
明
に
、
同
胞
の
生
活
（
特

一
九
四
二
年
二
月
二
七
日
、
朝

に
農
民
諸
君
の
開
拓
ぶ
り
）
を
紹
介
す
る
。
廣
く
讀
ま
れ
た
い
本

と
思
ふ
。
異
風
俗
、
習
慣
等
に
眼
を
惹
か
れ
ず
に
、

に
同
胞
の
姿
を
求
め
て
正
直
に
書
い
て
あ
る
の
が
好
も
し
い
。
」

と
「
同
胞
の
生
活
」
に
関
す
る
記
述
に
し
か
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な

か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
、
ゴ
ム
園
や
鉄
山
の
南
洋
開
拓
移
民
、
琉
球

漁
民
、
伝
道
牧
師
や
娘
子
軍
（
か
ら
ゆ
き
さ
ん
）
な
ど
、
現
地
邦

人
は
細
分
化
さ
れ
て
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
主
に
彼
ら

一
九
八
三
•
八
）
で
、
「
熱
地
の

彼
女
ら
と
の
関
係
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
「
支
那
人
」
も
ま
た
細

分
化
さ
れ
て
い
る
。
四
十
年
近
く
経
っ
て
、
た
と
え
ば
奥
本
大
三

郎
は
、
「
蛍
の
樹
」
（
『
す
ば
る
」

南
方
の
自
然
と
人
、
す
な
わ
ち
マ
レ
ー
系
の
人
種
と
華
僑
、
そ
し

て
在
留
日
本
人
を
公
平
に
じ
っ
と
見
て
い
た
こ
と
は
、
な
に
よ
り

も
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
一
巻
が
証
明
し
て
い
る
」
と
称
賛
し
て

い
る
が
、
観
察
眼
の
「
公
平
」
さ
が
直
接
表
現
さ
れ
た
箇
所
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。
見
出
さ
れ
る
の
は
、
対
等
に
生
き
る
こ
と
が

絶
対
的
に
困
難
な
状
況
を
追
認
で
き
ず
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
夢
想
に

こ
こ
で
は
、
第
一
章
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
に
お
い
て
、
と
り
わ

け
「
雷
気
」
「
夜
」
「
開
墾
」
の
表
現
が
如
何
に
し
て
マ
レ
ー
の

「
支
那
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
て
い
る
の
か
を
検
証
し
、

そ
こ
に
そ
っ
と
さ
し
は
さ
ま
れ
た
「
私
」
の
益
ァ
ク
を
考
察
し
て

み
た
い
。

ま
ず
、
「

11を
胎
ん
だ
曇
鬱
な
く
も
り
日
」
が
示
さ
れ
、
「
雷

老
い
さ
ら
ば
え
た
大
樹
ば
か
り
が
お
い
か
ぶ
さ
っ
た
領
域

を
過
ぎ
る
と
、
眼
界
は
に
わ
か
に
ひ
ら
け
て
、
あ
ざ
や
か
な

緑
樹
の
層
が
、
川
づ
ら
へ
重
な
り
か
か
っ
て
い
た
。

り
、
一
塊
り
の
し
げ
み
は
黄
銅
色
の
か
た
ま
り
に
な
っ
て
、

か
さ
な
り
あ
う
銅
鑽
か
と
も
み
え
、
く
も
り
び
の
な
か
に
、

島」）。

一
生
懸
命

一
塊

耽
る
「
私
」
に
潜
在
す
る
水
平
的
思
考
や
平
衡
感
覚
へ
の
欲
望
で

あ
る
。
ま
た
語
り
手
は
、
全
体
を
通
し
て
「
本
国
の
支
那
人
」
と

南
洋
の
「
支
那
人
」
（
華
僑
）
と
を
分
け
て
考
え
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
南
洋
華
僑
も
大
別
し
、
マ
レ
ー
の
「
支
那
人
」
と
ジ
ャ

ワ
の
「
支
那
人
」
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
（
「
ス
マ
ト
ラ
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た
の
で
あ
り
、

「馬
来
人
」
や

「生
霊
」
は
、
「
雷
電
」
を
つ
く
り

「
あ
ざ
や
か
な
緑
樹
の
層
」
は
「
黄
銅
色
の
か
た
ま
り
」
か
ら

「
昼
の
世
界
」
が
見
せ
て
い
る
「
明
る
く
て
」
「
軽
く
て
」
「
色
鮮

の
」
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
「
ね
こ
ど
り
の
眼
」
の
末
尾
で
は
、

洋
の
自
然
界
全
体
の
「
肢
体
」
を
動
か
す
「
信
仰
の
よ
う
な
も

気
」
）
と
あ
る
よ
う
に
、
「
私
」
の
耳
を
媒
介
し
て
「
雷
」
は
、
南

る
も
の
も
、
目
を
さ
ま
し
て
い
る
も
の
も
、

一
緒
に
運
ん
で
い
っ

南
洋
の
森
や
、
川
や
、
生
物
を
乗
せ
て
、
そ
の
す
べ
て
の
も
の
の

「
夜
な
か
か
ら
夜
明
け
へ
、
雷
の
轟
を
き
、
な
が
ら
、
私
は
、

分
け
て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

認
識
は
、
「
私
の
よ
う
な
旅
の
者
」
で
あ
り
、
移
民
と
旅
人
と
を

パ
チ
始
ま
る
か
と
お
も
わ
れ
た
。

な
か
へ
、

う
す
に
ぶ
り
金
色
を
溜
離
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

い
ま
に
雷
電
が
と
び
こ
ん
で
き
て
、
放
電
が
パ
チ

(
「
電
気
」）

「
か
さ
な
り
あ
う
銅
鍾
」
が
連
想
さ
れ
、

「う
す
に
ぶ
り
金
色
」
が

放
た
れ
た
と
こ
ろ
に
「
雷
電
」
が
感
得
さ
れ
る
。
「
雷
電
」
は
、

南
洋
の
自
然
の
つ
く
り
だ
す
も
の
と
し
て
幻
視
さ
れ
る
。
さ
ら

に
、
「
私
は
、
そ
の
蝦
の
子
供
が
、
米
粉
湯
の
丼
の
な
か
に
し
ず

ん
で
い
る
あ
り
さ
ま
を
想
像
し
て
み
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
ん
な
に

嫌
悪
を
倶
う
感
情
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
支
那
刈
と
そ
の
卵

の
内
部
を
貫
い
て
、
つ
よ
い

11の
衰
く
の
を
感
じ
た
」
と
い
う

場
面
で
は
、
「
雷
電
」
の
壼
き
の
気
配
が
「
支
那
人
と
そ
の
卵
の

内
部
」
を
、
局
所
的
に
貫
く
イ
メ
ー
ジ
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
場

に
は
「
馬
来
人
」
や
「
生
霊
」
、

「
私
」
も
い
る
の
だ
が
、
「
支
那

人
」
だ
け
が
、
孵
り
か
け
の
「
卵
」
（
晰
賜
と
に
し
き
蛇
の
卵
で

あ
る
）
と
と
も
に
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
支
那
人
」

は
、
「
雷
電
」
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
選
ば
れ
な
か
っ

蓼
」
の
中
で
「
雷
の
轟
」
を
き
く

「
私
」
は
、
現
地
の
日
本
人

だ
す
南
洋
の
自
然
の
側
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
。

「
森
林
の
は
て
も
し
ら
ぬ
沈
黙
」
「
森
林
の
冷
気
」
「
森
林
の
寂

を
「
森
林
の
な
か
に
忘
れ
ら
れ
た
人
達
」
「
あ
の
人
達
」
と
呼
び
、

け
っ
し
て
同
胞
と
は
呼
ば
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
「
私
」
の
自
己

肢
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
信
仰
の
よ
う
な
も
の
が
、
怖
ろ
し
い
勢

で
、
ど
こ
か
へ
う
ご
い
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
眠
っ
て
い

て
し
ま
う
ー
l

大
き
な
廻
り
舞
台
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
l

(

「雷

や
か
」
な
南
洋
が
「
嘘
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
夜
」
の
冒
頭
に
描

ジ
ャ
ン
グ
ル

か
れ
た
「
夜
の
密
生
林
」
の
「
野
蛮
」
と
は
対
比
的
で
あ
る
。
見
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一
方
的
に
見
る
者
（
支
配
す
る
者
）
と

一
方
的
に
見

仰
の
よ
う
な
も
の
」
が
世
界
を
つ
ら
ぬ
き
大
き
な
秩
序
を
形
成

え
て
い
な
い
南
洋
の
真
実
は
、
見
え
て
い
る
南
洋
の
「
嘘
」
を
浮

き
彫
り
に
し
、
獣
た
ち
が
跛
慮
す
る
夜
の
自
然
界
は
、
「

一
足
ず

つ
割
り
込
ん
で
ゆ
く
私
自
身
に
、
本
能
的
な
、
血
み
ど
ろ
な
快
楽

そ
の
自
然
界
に
属
し
て
い
る
の
が
「
カ
ン
ポ
ン
の
土
人
苦
力
」

で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
旅
人
の
た
め
に
「
え
ら
ば
れ
た
美
し
い

バ
ラ
ン

女
」
も
、
そ
の
夫
と
思
わ
れ
る
「
錠
を
腰
に
さ
し
て
」
こ
ち
ら
を

見
据
え
る
「
馬
来
苦
力
」
も
、
ま
も
な
く
「
森
林
の
も
の
」
と
し

て
放
た
れ
、
「
安
堵
」
と
と
も
に
「
悲
し
」
み
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

し
か
し
悲
歎
に
く
れ
る
の
は
、
自
然
界
の
外
部
に
い
る
人
間
の
都

合
に
よ
る
所
業
に
す
ぎ
な
い
。
自
然
界
で
は
、
「
雷
電
」
や
「
信

し
、
生
殺
与
奪
を
司
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夜
の
森
に
「
本
能
的
な
、
血
み
ど
ろ
な
快
楽
」
を
お
ぽ
え
る

「
私
」
は
、

ら
れ
る
者
（
支
配
さ
れ
る
者
）
の
関
係
性
（
と
そ
の
反
転
）
に
傷

つ
き
、
あ
る
種
の
う
し
ろ
め
た
さ
と
と
も
に
、
悲
し
き
熱
帯
を
想

う
。
テ
ク
ス
ト
で
は
、
け
っ
し
て
感
傷
的
に
な
ら
な
い
よ
う
表
現

が
抑
制
さ
れ
て
い
る
が
、
注
意
深
く
読
む
と
、
激
し
い
感
情
が

を
さ
え
お
ぼ
え
る
」
。

な
る
。 し

た
が
っ
て
、
「
森
の
野
蛮
は
征
服
さ
れ
、
静
穏
な
人
た
ち
の

く
ら
し
が
は
じ
ま
っ
た
。
野
蛮
に
む
か
っ
て
、

い
み
じ
く
も
備
え

た
心
身
の
鍛
錬
も
、
飛
躍
も
不
必
要
と
な
り
、
そ
の
か
わ
り
に

規
律
的
な
事
務
だ
け
が
残
っ
た
。
」
（
「
夜
」
）
と
い
う

一
文
も
、
前

後
の
文
脈
よ
り
「
森
の
野
蛮
」
が
「
土
匪
」
化
し
た
「
支
那
人
」

を
指
す
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
「
征
服
」
の
主
体
は
護
誤
園
を
経

営
す
る
日
本
人
で
あ
る
。
匪
賊
化
の
原
因
は
「
且
那
」
に
あ
り
、

「
土
人
苦
力
」
は
そ
れ
に
協
力
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
続

く

「そ
し
て
、

一
匹
一
匹
ず
つ
、
ね
ら
い
撃
ち
さ
れ
て
、
川
底
の
鰐

は
い
な
く
な
っ
た
。
」
（
「
夜
」
）
と
い
う
一
文
に
お
け
る
「
鰐
」
も
、

「
土
匪
」
化
し
た
「
支
那
人
」
と
並
列
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

「
鰐
」
に
「
支
那
人
」
を
重
ね
て
読
む
読
み
方
が
誘
導
さ
れ
る
。
単

純
に
事
実
を
伝
え
る
記
述
に
見
え
る

一
文
に
お
け
る
置
き
換
え

（
比
喩
表
現
）
を
読
み
解
き
さ
え
す
れ
ば
、
「
森
の
野
蛮
」
「
支
那

人
」
「
鰐
」
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

「森
の
野
蛮
」
を
肯
定
す
る
「
私
」
は
、
次
の
よ
う
な
語
り
の

な
か
で
、
激
し
い
内
面
（
「
私
の
気
持
」
）
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に

脹
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
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ぎ
な
き
秩
序
で
な
が
れ
う
ご
い
て
い
る
の
だ
。
」
と
あ
っ
た
。
主

唄
っ
て
も
い
な
い
。
そ
れ
は
、

ロ
ン
河
」
の
冒
頭
に
は
、
「
水
は
、
歎
い
て
も
い
な
い
。
挽
歌
を

ふ
か
い
森
の
お
ご
そ
か
な
ゆ
る

（
自
然
と
の
共
生
と
い
っ
た
考
え
方
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
）

を
相
対
化
し
た
上
で
、
野
生
の
思
考
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
南

「
森
の
い
き
も
の
」
も
、
歎
き
唄
う
の
で
あ
る
。
人
間
中
心
主
義

J

こ
で
「
私
」
は
歎
き
、
「
挽
歌
」
を
唄
う
。
し
か
し
、
「
セ
ン
プ

対
立
物
に
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
前
提
の
も
と
に
、
人
間
も

「
森
の
野
蛮
」
と
し
て
の
「
支
那
人
」
の
到
来
へ
の
祈
り
で
あ
る
。

自
然
を
人
間
の
対
立
物
に
お
く
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
を
自
然
の

の
復
活
を
秘
か
に
待
ち
わ
び
て
い
る
。
そ
れ
は
、
土
匪
化
し
た

こ
こ
で
「
私
」
は
「
鰐
」
の
「
幻
」
を
期
待
し
、
「
森
の
野
盆
」

ろ
う
。

れ
ぬ
も
の
か
と
、
秘
か
に
待
ち
う
け
て
い
る
も
の
の
ご
と
く

も
の
、 森

の
あ
ら
た
な
整
頓
と
、
静
粛
の
な
か
に
は
、
失
わ
れ
た

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
い
た
む
こ
こ
ろ
が

自
己
と
放
恣
と
が
亡
び
て
し
ま
っ
た
取
り
返
せ
ぬ
淋
し
さ
を

1,

'’~’~’~’

~L~

’ 

語
っ
て
い
た
。
み
た
さ
れ
ぬ
私
の
気
持
は
、
懐
中
電
燈
が
う

っ
し
出
す
黄
ろ
く
濁
っ
た
水
の
な
か
に
、
扁
平
な
、
カ
リ
カ

チ
ュ
ア
じ
み
た
鰐
の
か
た
ち
が
、
幻
に
で
も
あ
ら
わ
れ
て
く

で
あ
っ
た
。
夜
の
く
ら
や
み
に
は
、
森
の
い
き
も
の
の
頷

廃
、
歎
き
が
抱
き
あ
っ
て
い
る
の
を
眺
め
て
す
ぎ
る
ば
か
り

で
あ
っ
た
。

（「夜」）

を
投
影
さ
せ
て
川
を
眺
め
る
心
の
習
慣
を
切
断
し
、
そ
の
よ
う
に

蓄
積
さ
れ
て
き
た
日
本
語
の
叙
法
の
外
部
を
設
定
す
る
た
め
で
あ

り
、
読
者
共
同
体
に
根
付
い
た
自
然
に
対
す
る
伝
統
的
な
感
性
で

は
捉
え
き
れ
な
い
空
間
と
し
て
南
洋
を
提
示
し
た
か
っ
た
か
ら
だ

そ
の
試
み
は
、
自
然
か
ら
風
景
を
と
り
出
し
て
内
面
を
仮
託
し

表
現
す
る
よ
う
な
小
説
作
法
か
ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
り
、
自

然
と
人
間
を
対
立
関
係
に
お
い
て
み
る
よ
う
な
自
然
観
に
近
づ
け

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

ま
で
綿
々
と
続
い
て
き
た
、
ゆ
く
河
の
流
れ
に
人
生
を
重
ね
心
情

『
方
丈
記
』

の
時
代
か
ら
自
然
主
義
を
経
て
現
代
歌
謡
曲
に
至
る

強
く
張
っ
て
い
た
。
同
時
に
、
そ
れ
は
人
の
こ
こ
ろ
か
ら
、

感
傷
を
排
し
た
自
然
描
写
か
ら
書
き
は
じ
め
て
い
る
の
は
、

も
唄
わ
な
い
の
だ
。

（
あ
る
じ
）

た
る
自
然
は
「
歎
」
か
な
い
。
死
を
悼
む
「
挽
歌
」
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た｛ば。、
L_  

一
種
の
充
足
感
で
、
身
内
が
と
き
め
い
た
の
で
あ
っ

界
は
い
つ
ま
で
も
明
る
く
見
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し

(14) 

た
悲
し
き
熱
帯
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
受
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
私
」

の
内
部
に
は
、
自
然
主
義
的
感
性
（
と
言
い
得
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
）
か
ら
は
み
出
し
た
あ
る
激
し
い
怒
り
が
潜
伏
し
、
祈

り
の
言
葉
が
生
れ
た
が
、
そ
の
祈
り
が
通
じ
た
の
が
次
の
よ
う
な

場
面
で
あ
る
。

I

昨
夜
、
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
流
域
の
個
人
ゴ
ム
経
営
者
末
藤

氏
一
家
が
ゴ
ム
園
私
宅
に
於
て
惨
殺
さ
れ
た
。
犯
人
は
、
支

那
人
。
目
的
は
金
銭
ら
し
い
。

た
ま
さ
か
、
私
が
居
あ
わ
せ
て
受
け
と
っ
た
こ
の
ニ
ュ
ー

ス
は
、
セ
ン
プ
ロ
ン
の
水
の
な
か
に
、
鰐
の
姿
を
待
っ
て
い

た
こ
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
浮
世
離
れ
し
た
の
ぞ
み
で
は
な
か
っ

（「夜」）

ら
す
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
私
」
に
と
っ
て
は
「
の
ぞ
み
」
で

あ
っ
た
。
「
私
」
が
待
っ
て
い
た
の
は
「
鰐
の
姿
」
で
あ
る
が
、

「
鰐
」
と
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
土
匪
化
し
た
「
支
那

人
」
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
犯
人
は
「
支
那
人
」

「
惨
殺
l

事
件
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
ー
「
森
の
野
蛮
」
が

「
秩
序
」
を
乱
す
文
明
人
を
殺
す
と
い
う
図
式
ー
ー
は
、
ま
さ
に

み
ら
れ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
の
中

華
僑
と
も
異
な
る
「
土
匪
」
化
し
た
華
人
で
あ
る
。
な
ぜ
「
土

匪
」
化
と
い
う
限
定
が
つ
く
の
か
。
そ
れ
は
、
「
馬
来
人
苦
力
」

奥
地
の
南
洋
華
僑
で
あ
り
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
商
売
を
し
て
い
る

た
よ
う
に
思
い
直
さ
れ
、

い
う
こ
と
を
は
ば
か
ら
な
け
れ

な
く
南
洋
華
僑
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
南
洋
華
僑
の
中
で
も
マ
レ
ー

国
人
（
「
支
那
人
」
）
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
本
国
の
中
国
人
で
は

の
過
激
な
共
感
と
と
も
に
、
日
本
の
帝
国
主
義
に
対
す
る
批
判
が

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
は
、
中
国
人
へ

「
私
」
が
秘
か
に
願
望
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

で
あ
る
と
い
う
事
実
認
定
が
さ
れ
て
い
る
「
末
藤
氏
一
家
」
の

「
惨
殺
」
さ
れ
た
と
い
う
「
ニ
ュ
ー
ス
」
が
「
充
足
感
」
を
も
た

て
と
る
の
は
、
夜
闇
の
野
蛮
が
征
服
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
に
昼
の
世

る
は
ず
の
場
面
で
あ
る
。
「
ゴ
ム
園
経
営
者
末
藤
氏
一
家
」
が

洋
の
自
然
界
に
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
悲
調
を
帯
び
た
明
る
み
」
を
み

「
私
」
の
物
語
と
し
て
は
、
前
半
部
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
な



91 イデアの詩的形象

金
子
光
晴
が
見
出
し
た
可
能
性
は
、
い
わ
ゆ
る
文
明
化
と
は
正

反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
旅
人
の
小
さ
な
体

金
子
光
晴
の
イ
デ
ア

と
同
等
で
あ
り
、
同
等
で
あ
り
な
が
ら
匪
賊
化
す
る
と
い
う
点
で

馬
来
人
と
は
異
な
る
存
在
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
野
蛮
化
し
た
「
支

那
人
」
は
、
「
土
人
」
化
す
る
と
同
時
に
「
士
匪
」
化
す
る
の
で

味
す
る
。
金
子
光
晴
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
可
能
性
を
見
出
し
た

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
開
墾
は
す
ん
だ
。
火
で
浄
め
た
新
し
い
士
に
は
、
ゴ
ム
の
苗

木
が
う
え
ら
れ
る
。
／
だ
が
、
人
間
が
、
犠
牲
を
も
の
と
も
せ
ず
、

お
の
れ
の
富
の
無
限
を
く
ら
べ
よ
う
と
し
た
非
望
も
、
広
大
無
辺

な
森
の
な
か
に
一
っ
二
つ
、
け
ち
な
砂
利
禿
を
つ
く
っ
た
に
す
ぎ

な
い
。
」
（
「
開
墾
」
）
と
い
う
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
の
章
全
体
の
末

尾
に
お
い
て
も
、
「
森
の
野
蛮
」
の
前
で
は
無
力
で
小
さ
な
存
在

で
し
か
な
い
人
間
の
営
為
を
確
認
し
て
お
り
、
金
子
光
晴
が
見
出

し
た
可
能
性
が
み
て
と
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
テ
ク
ス
ト
は
終
わ

ら
な
い
。

あ
り
、
そ
れ
は
「
土
人
」
と
し
て
抵
抗
の
主
体
と
な
る
こ
と
を
意

南
洋
各
地
に
於
け
る
支
那
人
の
経
済
的
勢
力
は
偉
大
な
も

マ
ン
主
義
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

験
に
お
い
て
は
実
現
可
能
で
あ
り
、
「
充
足
感
」
を
も
た
ら
す
も

の
で
も
あ
る
が
、
読
み
進
め
て
い
く
と
、
大
局
に
お
い
て
は
無
効

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
先
に
も
少
し
触
れ

た
よ
う
に
、
金
子
は
、
舞
台
を
「
ス
マ
ト
ラ
島
」
に
移
し
た
末
尾

に
お
い
て
、
南
洋
華
僑
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
現
状
分
析
を
示
し

て
い
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し
た
「
マ
レ
ー
」
に
お
け
る
私
的
な
ロ

の
で
あ
る
。

英
領
各
地
に
於
て
は
、
支
那
人
と
土
人
と
が
、
も
は
や
、

み
わ
け
が
た
い
ま
で
に
な
っ
て
、
奥
地
に
は
猿
悪
な
、
危
険

き
わ
ま
る
支
那
人
の
出
没
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
蘭
領
の

支
那
人
は
、
労
働
者
の
入
国
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
関
係

上
、
上
人
よ
り
階
級
が
上
位
に
あ
る
。

特
に
、
爪
畦
方
面
の
支
那
人
は
、
数
百
年
来
の
移
住
者
で

あ
っ
て
、
そ
の
蓄
積
し
た
富
の
程
度
は
、
爪
畦
全
土
の
経
済

を
支
配
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
独
特
の
商
法

と
、
貯
蓄
心
と
を
も
っ
て
、
な
が
い
年
月
に
土
人
を
し
ぽ
り
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て
い
る
。

（
「
ス
マ
ト
ラ
島
」
）

人
間
中
心
主
義
的
な
世
界
観
に
お
け
る
客
観
的
な
記
述
に
な
っ

て
い
る
の
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
「
危
険
き
わ
ま
る
支
那

る
者
も
同
様
で
あ
る
。
「
土
人
」
の
原
義
は
そ
の
土
地
の
先
住
民

て
み
た
い
。

彼
ら
相
互
の
職
業
組
合
や
、
同
郷
の
も
の
に
対
す
る
協
力

の
精
神
は
お
ど
ろ
く
べ
き
翠
固
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
程
度

に
排
他
心
も
強
い
の
で
あ
る
。
な
が
い
年
月
と
、
風
土
習
慣

を
異
に
し
て
も
猶
、
ぬ
く
こ
と
の
で
き
な
い
支
那
魂
を
も
っ

て
繁
茂
す
る
あ
り
さ
ま
を
勢
院
し
て
い
る
。

続
性
の
問
題
と
同
時
に
難
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

と
っ
て
、

つ
い
に
、
親
木
を
し
め
こ
ろ
し
、
数
町
に
わ
た
っ

そ
れ
は
、
あ
だ
か
も
、
熔
樹
が
、
ま
ず
、
他
の
大
木
の
ま

た
に
寄
生
し
て
、
そ
こ
か
ら
気
根
を
お
ろ
し
、
栄
養
を
吸
い

づ
よ
く
喰
入
っ
て
い
る
。

ス
マ
ト
ラ
に
於
て
も
、
も
は
や
、
支
那
人
の
勢
力
は
、
根

つ
く
し
た
感
が
あ
る
。

本
国
の
争
乱
を
よ
そ
に
し
て
、
南
洋
は
、
彼
ら
に
と
っ

て
、
実
に
平
和
の
楽
天
地
な
の
で
あ
る
。
海
南
島
の
人
間

と
、
福
建
省
、
広
東
省
、
広
西
省
の
人
間
が
そ
の
大
部
分
で

あ
る
。

的
な
範
疇
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
的
独
立
以
後
の
旧

植
民
地
の
問
題
の
中
枢
を
占
め
て
い
る
の
も
、
政
治
経
済
的
な
問

題
（
そ
し
て
文
化
的
な
問
題
）
で
あ
る
。
「
南
洋
各
地
に
於
け
る

支
那
人
の
経
済
的
勢
力
」
は
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
と
呼
ば
れ
る

よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
継
続
さ
れ
て
い
る
の
が
ニ
―
世
紀
に
至

る
ま
で
の
現
実
で
あ
り
、
旧
宗
主
国
に
よ
る
経
済
的
関
与
の
継

ん
、
（
文
脈
は
と
も
あ
れ
）
植
民
地
時
代
か
ら
見
え
て
い
た
こ
と

で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、
金
子
光
晴
が
、
南
洋
華
僑
の
中
で
も
現
地
化
し

た
華
僑
に
の
み
思
い
を
寄
せ
た
理
由
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え

「
開
墾
」
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
自
然
と
野
生
は

一
方
的

に
搾
取

・
征
服
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
苦
力
の
立
場
に
あ

の
で
は
な
く
、
政
治
的
解
決
を
考
え
る
際
に
も
ま
ず
は
政
治
経
済

い
わ
ゆ
る
植
民
地
の
問
題
は
、
政
治
的
な
範
疇
に
お
さ
ま
る
も

「
支
那
人
」
に
対
し
て
の
共
感
は
な
い
。

人
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
経
済
的
な
成
功
者
と
し
て
の
ジ
ャ
ワ
の
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ば
、
「
土
匪
」
化
さ
せ
た
要
因
は
経
営
者
の
側
に
あ
る
。
起
源
を

「
土
人
」
は
、
自
然
と
対
決
し
て
何
ら
か
の
形
で
脱
「
土
人
」
化

を
目
指
す
よ
う
な
道
な
ど
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

ネ
イ
テ
4
ブ

し
故
郷
を
離
れ
て
「
土
人
」
の
住
む
場
所
を
訪
れ
た
者
た
ち
の
多

く
は
、
開
墾
者
と
な
る
一
方
で
、
み
ず
か
ら
「
土
人
」
化
す
る
こ

と
は
な
く
、
「
土
人
」
の
自
然
に
関
す
る
叡
智
を
利
用
し
、
労
働

力
を
搾
取
し
て
自
然
を
開
発
し
、
経
済
的
な
効
率
を
追
求
し
た
。

だ
が
、
自
然
•
野
生
の
側
に
立
つ
者
に
と
っ
て
の
「
土
人
」
化
と

は
、
ひ
と
つ
の
理
想
で
あ
り
、
そ
の
理
想
に
お
い
て
は
外
来
者
が

(16) 

侵
略
者
・
支
配
者
で
は
な
く
移
民
・
植
民
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た

「
私
」
の
思
い
が
、
現
地
化
し
た
華
僑
を
め
ぐ
る
ロ
マ
ン

チ
シ
ズ
ム
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
革
命
へ
の
夢
に
も
似

た
そ
う
し
た
理
想
を
「
野
蛮
」
に
よ
っ
て
実
現
し
た
者
が
実
在
す

る
こ
と
を
現
地
で
知
り
、
「
土
人
」
を
征
服
し
て
搾
取
の
対
象
と

し
た
ゴ
ム
園
経
営
者
に
向
け
て
心
秘
か
に
憎
悪
の
念
を
抱
き
、
自

然
と
野
生
の
側
か
ら
の
逆
襲
を
夢
見
た
の
だ
ろ
う
。

「
土
匪
」
「
匪
賊
」
と
い
う
言
葉
は
、
取
り
締
ま
る
側
か
ら
み
れ

ば
生
活
を
脅
か
す
暴
力
的
な
存
在
で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ

(15) 

で
あ
る
。
自
然
の
中
で
「
子
守
唄
」
を
唄
い
な
が
ら
暮
し
て
き
た

こ
れ
ら
を
再
読
、
熟
読
し
た
と
い
う
「
事
実
」
を
、
本
人
を
含
め

た
い
く
つ
か
の
証
言
か
ら
推
測
で
き
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
証
言

か
ら
の
推
測
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
西
條
八
十
か
ら
借
り
た
ま

ま
海
外
に
持
ち
出
し
た
と
い
う
萩
原
朔
太
郎
の
詩
集
『
月
に
吠
え

る
」
を
そ
こ
に
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
も
し
も
証
言
な
ど
で

は
な
く
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』

ら
、
プ
ラ
ト
ン
の

I

ポ
リ
テ
イ
ア
』
（
『国
家
J

)

も
加
え
る
こ
と

論
j

、
ス
テ
ィ
ル
ネ
ル
の

「自
我
経
』
で
あ
る
。
南
洋
旅
行
中
に

と
え
ば
、

レ
ー
ニ
ン
の

「帝
国
主
義
論
j

、
マ
ル
ク
ス
の

「資
本

探
れ
ば
連
鎖
す
る
暴
力
の
主
体
は
反
転
し
得
る
。
亡
び
ゆ
く
者
た

ち
へ
寄
せ
る
浪
曼
的
心
性
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
構
造

に
気
が
つ
い
た
と
き
に
、
現
実
政
治
に
お
け
る
無
効
性
を
自
覚
し

な
が
ら
も
現
在
の
勝
者
の
立
場
か
ら
の
一
方
的
語
り
に
は
加
担
し

な
い
語
り
に
眼
を
向
け
た
の
だ
と
し
て
も
、
不
思
議
な
こ
と
で
は

そ
れ
で
は
、
何
が
金
子
に
そ
う
し
た
構
造
に
気
付
か
せ
た
の
だ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
現
実
観
察
が
基
盤
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
時

期
特
に
金
子
に
影
響
を
与
え
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
い
く
つ
か
の
翻

訳
書
の
存
在
も
先
行
論
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
た

の
本
文
か
ら
推
測
す
る
と
し
た

な
い
。
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ト
全
体
を
統
合
的
に
語
る
語
り
手
（
金
子
光
晴
の
設
定
し
た
語

一
般
的
関
心
の
中
心
は
「
哲
人
統
治
論
」

で
あ
り
、
「
「
真
理
」
、

よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
テ
ク
ス

れ
な
い
。
引
用
し
た
末
尾
の
呼
び
掛
け
文
体
は
、
紀
行
の
主
体
に

据
え
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
壻
瑚
島
」
で
は
紀
行
の
主
体
が
明
示
さ

る
が
、
中
で
も
「
洞
窟
の
比
喩
」
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ

る
ま
い
か
。

（
「
珊
瑚
島
」
）

し
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を
概
説
す
る
際
に
「
イ
デ
ア
」
を
中
心
に

納
富
信
留
に
よ
れ
ば
、
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
ヘ
の

る
「
太
陽
」
「
線
分
」
「
洞
窟
」
の
比
喩
な
ど
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

世
界
の
現
実
か
ら
、

イ

デ

ア

は
、
意
想
と
よ
び
、

は
る
か
か
な
た
に
あ
る
島
々
を
、

ユ
ー

ト
ピ

ア

無
何
有
郷
と
な
づ
け
て
い
る
の
で
は
あ

を
と
っ
た
プ
ラ
ト
ン
の
大
著

「ポ
リ
テ
イ
ア
』
第
七
巻
に
お
け

人
人

お
け
る
重
要
概
念
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
対
話
と
い
う
様
式

明
け
は
な
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
、
暮
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
。
人
類

「
イ
デ
ア
」

i
d
e
a
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
用
語
で
あ
り
そ
の
哲
学
に

意
識
に
な
ん
の
か
：
わ
り
も
な
い
こ
ん
な
島
が
、
ひ
と
り
で

の
で
あ
る
。

で
、
よ
り
つ
く
こ
と
が
滅
多
に
で
き
な
い
。
人
間
生
活
や
、

瑚
島
」
で
あ
り
、
「
イ
デ
ア
」
や
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と
呼
ば
れ
る

て
、
停
泊
し
よ
う
と
し
な
い
。
小
さ
な
舟
は
、
波
が
荒
い
の

識
」
を
空
白
と
し
て
表
象
す
る
場
所
と
な
る
。
そ
の
場
所
が
「
珊

大
汽
船
は
、
浅
洲
と
、
物
産
と
交
易
の
な
い
こ
の
島
に
き

存
在
自
体
が
忘
れ
ら
れ
、
忘
れ
ら
れ
た
島
は
、
「
生
活
」
や
「
意

在
を
な
ん
と
考
え
る
か
。

な
の
だ
。
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
必
要
と
さ
れ
な
い
閉
域
は
、

諸
君
。
人
人
は
、
人
間
の
生
活
の
そ
と
に
あ
る
こ
ん
な
存

葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

の
末
尾
に
当
時
は
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
「
イ
デ
ア
」
と
い
う
言

が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

「
珊
瑚
島
」

り
手
）
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
人
類
世
界
の

現
実
か
ら
、
は
る
か
か
な
た
に
あ
る
島
々
」
に
は
、
大
小
の
船
が

ま
っ
た
く
着
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
陸
地
と
し
て
地
球
上
に
実

在
す
る
し
、
未
知
の
領
域
で
も
な
い
。
た
だ
、
「
物
産
と
交
易
」

が
な
く
「
人
間
生
活
や
、
意
識
に
な
ん
の
か
、
わ
り
も
な
い
」
島
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一
九
七
九
）

「
国
家
』
（
藤
沢
令
夫
訳
、
上
下
巻
、
岩
波
文
庫、

ほ
ぽ
統
一
さ
れ
て
い
る
が
、
明
治
以
降
の
日
本
で
は
、
『
共
和
国
I

「理
想
国
』

『国
体
j

「国
家
』
と
い
っ
た
複
数
の
標
題
で
紹
介
さ
れ

て
お
り
、
な
か
で
も
全
集
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

『理
想
国
』
は

有
力
な
訳
語
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
日
本
語

の
「
理
想
」
は
、
明
治
初
期
に
西
周
が
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
を
日

本
に
紹
介
す
る
際
に
、
「
イ
デ
ア
」
を
「
観
念
」
（
仏
教
用
語
に
由

来
）
と
訳
す
と
と
も
に

「理
想
」
と
い
う
造
語
に
よ
っ
て
説
明
し

で
あ
る
。
ま
た
現
代
の
日
本
で
は
、
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』

で

の
邦
題
も

こ
と
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
イ
デ
ア
」
は
、

「
マ
レ
ー
蘭
印

一
九

一
八
）
を
み
て
も
、
「
イ
デ
ア
」
は
ル
ビ
な
し
で

「観

解
す
る
一
九
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
文
脈
が
あ
り
、
実
現
を
度
外
視
し

納
富
は
、
「
『
ポ
リ
テ
イ
ア
j

を

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
」
と
し
て
理

アポ
リ
テ
イ
ア
j

が
『
理
想
国
』
と
訳
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て

村
鷹
太
郎
に
よ
り
標
題
が
『
理
想
国
]
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
」
を
起
源
と
す
る
日
本
語
の

訳
に
用
い
ら
れ
る

一
方
で
、

し
ば
し
の
間
、
「
イ
デ
ア
」
は
忘
却

さ
れ
る
、
と
い
う
ね
じ
れ
現
象
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

つ
つ
描
か
れ
た
「
理
想
郷
」

(utopia)

と
い
う
受
け
取
り
方
に

い
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
後
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
ポ
リ
テ
イ
ア
」
の
翻

「理
想
」
は
、

ト
マ
ス
・
モ
ア
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
翻
訳
に
お

紀
行
』

の
時
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の

後
の
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
と
き
木

て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン

『ポ
リ
テ
イ
ア
』

の
初
訳
は
、
そ
れ
よ
り
も

ダ
ニ
ズ
ム
と
教
養
主
義
の
流
行
の
中
で

一
般
に
広
ま
っ
て
い
く

念
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
名
前
自
体
は
大
正
期
の
モ

房、

入
さ
れ
た
概
念
用
語
で
あ
る
。
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
j

は
、
明
治
の
早

そ
の
著
作

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
(
-
五

一
六
）
に
よ
り
日
本
に
も
導

即
ち
「
イ
デ
ア
」

(17) 
う
。
確
か
に
、
戦
前
に
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
全
体
を
カ
バ
ー
し
た

唯

一
の
全
集
で
あ
る
木
村
鷹
太
郎
訳
『
プ
ラ
ト
ー
ン
全
集
」
（但

し
英
訳
か
ら
の
重
訳
）

の
第
二
巻
『
理
想
国
』
縮
刷
版
（
冨
山

方
で
、
今
で
は
日
本
語
に
定
着
し
て
い
る
「
イ
デ
ア
」
が
広
ま
る

八
九
四
）

「
ユ
ー
ト
ビ
ア
」

u
t
o
p
i
a
は
、
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
造
語
で
あ
り
、

富
信
留
の
調
査
に
よ
る
）
。

へ
の
視
点
は
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
」
と
い

た
と
き
に
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る

（
森
岡
健
二
と
納

い
時
期
に
翻
訳
さ
れ
た
が
、
荻
原
民
吉
訳
「
理
想
的
国
家
』
（
一

で
u
t
o
p
i
a
は
「
理
想
的
国
家
」

「
理
想
島
」
と
訳
さ
れ
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リ
ー
ズ
、

『
無
何
有
郷
通
信

あ
り
、
「
そ
れ
は
、
晴
天
下
で
、
あ
や
し
く
も
人
の
目
を
い
つ

一
九
三
六
）
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
を
ひ
き
あ
い
に
だ

の い
う
語
は
、
想
像
上
の
も
の
で
実
現
不
可
能
と
い
う
意
味
と
、
現

実
に
目
指
す
べ
き
目
標
と
い
う
意
味
と
の
両
義
性
を
帯
び
て
お

り
、
日
本
で
の
理
解
も
そ
の
間
で
揺
れ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。

英
国
や
日
本
で
プ
ラ
ト
ン
と
ト
マ
ス
・
モ
ア
を
同
時
代
に
受
容
し

た
と
き
、
テ
ク
ス
ト
の
外
側
で
、

『ポ
リ
テ
イ
ア
』

の
「
ユ
ー
ト

ピ
ア
」
化
と
も
言
う
べ
き
逆
転
現
象
が
起
こ
っ
た
可
能
性
が
示
唆

『
プ
ラ
ト
ン

『
西
洋
哲
学
史
要
』
(
-
九
〇

国
家
編
』
（
岩
波
書
店
の
「
大
思
想
文
庫
」
シ

し
て
ト
マ
ス
・
モ
ア

『
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
を
解
説
し
た
「
月
報
」
を

付
し
た

『
世
界
大
思
想
全
集
』
（
春
秋
社
、

わ
ち
カ
ン
パ
ネ
ッ
ラ

『太
陽
の
都
j
•

モ
リ
ス

一
九
二
九
）
、
す
な

て
い
る
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
「
非
人
情
の
世
界
に
見
え
る
」
無

人
島
で
あ
り
、
「
夜
の
よ
う
に
ま

っ
く
ら
」
な
「
美
貌
の
島
」
で

-）
、
や
は
り
ギ
リ
シ
ャ
語
に
精
通
し
た
研
究
者
で
あ
る
久
保
勉

し
た
専
門
書
で
あ
る
波
多
野
精

の

「
珊
瑚
島
」
は
、
実
在
の

「
小
島
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
島
と
は
何
か
。
「
波
打
ち
際
」

に
よ
っ
て
自
ら
の
陸
地
を
定
め
、
視
覚
的
に
は
水
平
線
の
内
側
に

あ
る
空
間
で
あ
る
。
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
開
か
れ
て
い
る
。
開
か
れ

さ
て
、

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』

日
本
語
文
献
に
限
定
し
て
考
え
る
と
、
「
善
の
イ
デ
ア
」
を
紹
介

受
容
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

金
子
が
プ
ラ
ト
ン
の

「
イ
デ
ア
」
を
知
っ
た
範
囲
を
、
仮
に

ア
」
は
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

四

O
)
の
「
珊
瑚
島
」
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
」
と
「
ユ
ー
ト
ピ

た
単
語
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
当
時
に
お
け
る
教

条
主
義
的
マ
ル
ク
ス
主
義
者
な
ら
び
に
国
家
主
義
者
に
よ
る
い
さ

さ
か
癖
の
あ
る
プ
ラ
ト
ン
受
容
と
は
全
く
異
質
な
場
所
で
金
子
が

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
金
子
光
晴
の
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

（
一
九

で
あ
る
が
、
知
ら
な
け
れ
ば
書
け
な
か
っ
た
時
代
に
書
き
記
さ
れ

ん
ら
か
の
形
で
目
に
し
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
「
イ
デ
ア
」
と
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

十
巻
に
は
い
わ
ゆ
る
詩
人
追
放
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
な

巻
に
は
、
坪
内
逍
遥
が
紹
介
し
た
文
芸
教
育
論
が
収
録
さ
れ
、
第

が
挙
げ
ら
れ
る
。

「ポ
リ
テ
イ
ア
j

の
本
文
も
、
と
り
わ
け
第

モ
ー
ア

「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
第
五
十
巻
あ
た
り

由
来
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
「
理
想
的」
(
i
d
e
a
l
)

と

記
j
•

ベ
ー
コ
ン

「
ニ
ュ
ー
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』
と
と
も
に
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た
理
想
や
夢
と
い
う
よ
り
も
、
実
在
す
る
が
人
間
の
い
な
い
場
所

洋
で
、
夜
に
真
実
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ

い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
色
鮮
や
か
で
明
る
い
昼
の
世
界
が
嘘
の
南

い
。
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
知
ら
な
い
ー
—
に
も
応
用
さ
れ
て

り
見
慣
れ
ぬ
言
葉
を
選
択
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
理
性
に
よ
り

把
捉
さ
れ
た
現
実
と
、
想
像
上
の
夢
の
世
界
の
ど
ち
ら
に
も
婦
属

せ
ず
、
ど
ち
ら
に
も
帰
属
す
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ

な
い
。
「
ユ
ー
ト
ビ
ア
」
に
「
無
何
有
郷
」
（
憂
い
の
な
い
場
所
）

と
古
典
の
中
に
あ
る
言
葉
を
当
て
た
の
も
、
現
実
か
ら
遠
く
離
れ

お
け
る
一
貫
し
た
主
張
I

わ
れ
わ
れ
は
南
洋
の
真
実
を
知
ら
な

は
め
て
い
る
。
理
想
で
も
夢
想
で
も
な
く
「
意
想
」
と
い
う
あ
ま

わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
真
実
を
見
て
い
る
と
思
っ
て
生
活
し
て
い

る
が
、
「
洞
窟
」
の
中
で
「
影
」
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
は
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に

金
子
光
晴
は
、
「
イ
デ
ア
」
に
「
意
想
」
と
い
う
漢
字
を
当
て

イ
デ
ア
の
詩
的
形
象
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鰐
や
、
鮫
が
い
な
い
」
こ
の
島
に
「
永
居
を
す
る
と
不
安
に
な
る

ト
ン
の
喩
え
た
「
洞
窟
」
空
間
と
通
じ
る
よ
う
な
、
喩
え
ら
れ
た

い
る
。
そ
の
「
影
」
を
つ
く
っ
て
い
る
実
相
と
し
て
の
イ
デ
ア
を

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
見
え
て
い
る
「
島
」
と
は
、
ま
さ
し
く
プ
ラ

間
た
ち
の
目
に
映
じ
な
い
こ
う
し
た
「
現
実
」
が
あ
る
と
し
て
い

く
べ
き
も
の
か
。
夢
と
称
ぶ
べ
き
で
あ
る
か
」
。
地
球
上
に
は
人

て
い
る
。
「
洞
窟
」

然
の
な
か
の
一
部
分
の
こ
う
し
た
現
実
は
い
っ
た
い
、
詩
と
名
付

の
で
あ
る
」
。
「
人
生
に
む
か
っ
て
す
こ
し
の
効
用
の
な
い
、
大
自

た
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
。
「
洞
窟
」
の
な
か
で
は

―
つ
の
方

向
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
手
足
と
首
を
き
つ
く
縛
ら
れ

の
奥
の
壁
の
上
で
は
「
操
り
人
形
」
に
よ
る

影
絵
芝
居
（
ワ
ヤ
ン
）
の
よ
う
な
世
界
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る

が
、
人
間
は
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
た
「
影
」
を
真
実
だ
と
考
え
て

目
に
し
た
と
し
て
も
、
人
間
は
「
影
」
を
真
実
だ
と
信
じ
込
ん
で

い
る
た
め
イ
デ
ア
を
真
実
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

囚
わ
れ
た
「
囚
人
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
生
ま
れ
て
こ
の
か

わ
っ
て
咲
い
て
い
る
」
。
島
に
「
よ
り
つ
く
」
の
は
「
漁
夫
」
（
忘

れ
ら
れ
た
存
在
）
で
あ
り
、
し
か
し
彼
ら
で
さ
え
停
泊
す
る
の
は

「
二
時
間
」
未
満
で
あ
る
。
「
あ
ま
り
水
の
底
が
明
る
す
ぎ
る
の
で

「ポ
リ
テ
イ
ア
j

に
よ
れ
ば
、
人
間
は
「
洞
窟
」
と
い
う
獄
に

け
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

と
い
う
設
定
に
し
て
想
定
可
能
で
思
考
実
験
的
な
場
所
を
印
象
づ
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と
し
て
の
珊
瑚
島
）
と
い
っ
た
順
で
真
実
に
近
づ
く
よ
う
な
舞
台

誌
』

一
九
八

一
）
な
ど
で
は
な
く、

「陰
影
す
ら
印
す
こ
と
の
な

の
世
界
は
「
洞
窟
」
の
影
で
あ
る
。
夜
の
蝙
蝠
は
影
の
中
を
飛
び

れ
が
眼
に
す
る
影
像
の
中
で
ち
ら
つ
く
影
の
よ
う
な
実
相
（
プ
ラ

ト
ン
の
洞
窟
の
中
で
か
ろ
う
じ
て
知
覚
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
影

と
交
錯
す
る
実
相
•
夜
の
バ
タ
ビ
ア
に
お
け
る
象
徴
と
し
て
の
蝙

蝠
）
、
④
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
に
よ
っ
て
し
か
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
真
実
の
世
界
の
喩
（
イ
デ
ア
の
詩
的
形
象
・
「
そ
と
の
世
界
」

設
定
で
あ
る
。

界
）
、
②
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
ぽ
ん
や
り
見
え
て
い
る
影
像
の
世
界

交
う
影
の
よ
う
な
実
相
で
あ
り
、
イ
デ
ア
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
形

象
化
し
た
の
が
「
珊
瑚
島
」
で
あ
っ
た
。
「
珊
瑚
島
」
は
、
南
洋

の
美
し
い
島
で
あ
る
が
、
「
治
癒
の
場
」
（
岡
谷
公
二
『
島
の
精
神

南
洋
に
お
い
て
、
昼
の
世
界
は
「
洞
窟
」
の
暗
闇
で
あ
り
、
夜

知
覚
で
き
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

（
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
中
の
影
•
南
洋
の
夜
の
世
界
）
、
③
わ
れ
わ

紀
行
j

を
貰
く
の
は
、
こ
う
し
た
南
洋
か
ら
の
刺
す
よ
う
な
眼
差

し
で
あ
っ
た
。
南
洋
か
ら
の
眼
差
し
は
沈
黙
の
中
に
し
か
な
く
、

感
受
す
る
し
か
な
い
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
思
惟
に
よ
っ
て
し
か

思
っ
て
い
る
世
界
（
プ
ラ
ト
ン
の
洞
窟
の
中
・
南
洋
の
昼
の
世

こ
こ
で
構
想
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
わ
れ
わ
れ
が
現
実
だ
と

思
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
思
え
ば
、

『
マ
レ
ー
蘭
印

界
に
お
け
る
影
で
あ
る
。

い
込
ん
で
い
た
「
彼
女
」
で
あ
っ
た
が
、
襲
わ
れ
て
も
当
然
だ
と

衆
。
」
と
置
き
換
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
に
イ
デ
ア
的
世

抜
画
、
人
間
よ
り
も
も
っ
と
、
私
に
語
る
こ
と
の
多
い
爪
畦
の
民

れ
、
そ
れ
は
ま
た

「車
道
の
象
徴
。
夜
党
の
紋
章
。
切
抜
画
の
切

ヤ
ン
・
ク
リ
の
幕
」
に
そ
の
身
を
映
す
「
影
」
と
し
て
表
象
さ

は
第
一
義
的
に
は
「
爪
畦
の
民
衆
」
の

「自
殺
」
と
理
解
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
「
影
」
の
自
殺
と
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
し
か
知
覚

で
き
な
い
世
界
に
対
す
る
可
視
化
さ
れ
る
世
界
か
ら
の
ア
ピ
ー
ル

で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
当
初
は
「
蝙
蝠
」
に
襲
わ
れ
て
い
た
と
思

を
歩
く
と
き
、
ど
こ
を
歩
い
て
も
見
か
け
る
「
蝙
蝠
」
は
、
「
ワ

の
で
は
な
い
。
自
殺
し
た
の
だ
」
と
い
う
風
に
納
得
す
る
。
こ
れ

と

「
か
の
女
」
が
「
い
ね
む
り
を
し
な
が
ら
」
バ
タ
ビ

ヤ
の
夜

そ
「
珊
瑚
島
」

の
直
前
の
節
は
「
蝙
蝠
」
な
の
で
あ
る
。
「
私
」

「二
人
の
支
那
人
」
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
「
蝙
蝠
」
を
目
撃
し

た

「私
」
と
「
彼
女
」
は
、
最
終
的
に

「あ
の
蝙
蝠
は
殺
さ
れ
た
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金
子
光
晴
は
、
第
一
次
西
洋
行
(
-
九
一
九
年
二
月
5
一
九

プ
ラ
ト
ン
は
、
劇
作
家
（
詩
人
）
か
ら
哲
学
者
と
な
り
、
古
代

ギ
リ
シ
ャ
の
現
実
政
治
を
観
察
し
て
戯
曲
と
い
う
様
式
（
対
話

て
旅
人
と
な
り
、
南
洋
の
国
際
関
係
を
観
察
し
て
紀
行
文
と
い
う

(18) 

様
式
を
選
ん
で
テ
ク
ス
ト
に
し
た
の
で
あ
る
。

篇
）
を
選
ん
で
テ
ク
ス
ト
に
し
た
が
、
金
子
光
晴
は
、
詩
人
と
し

越
え
る
要
素
を
備
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
な
り
、
ま
た
長
編
詩
「
鮫
」
と
の
類
似
点
を
大
き
く
乗
り

で
い
え
ば
「
影
」
よ
り
も
遠
い
存
在
で
あ
る
と
し
た
が
、
金
子
光

い
あ
か
る
さ
ば
か
り
の
世
界
」
と
あ
る
よ
う
に
人
間
を
不
安
に
さ

そ
イ
デ
ア
な
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
、
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
お
い
て
、
「
詩
人
」
と
は
イ

デ
ア
の
影
を
描
く
者
で
あ
り
、
「
詩
」
と
は
イ
デ
ア
か
ら
の
距
離

晴
は
、
詩
的
形
象
に
お
い
て
イ
デ
ア
に
よ
り
近
づ
こ
う
と
し
た
。

「
珊
瑚
島
」
の
直
後
に
置
か
れ
た
「
ス
マ
ト
ラ
島
」
で
示
さ
れ
た

現
状
分
析
は
、
「
珊
瑚
島
」
と
の
対
比
に
お
い
て
説
得
力
を
も
っ

せ
る
異
様
な
空
間
で
あ
り
、
異
様
な
空
間
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
こ

(
4
 

(
3
 

(
2
 

一
年

一
月
）
の
往
路
お
よ
び
復
路
と
第
二
次
西
洋
•
南
洋
行
（
一

九
二
八
年
九
月
1
一九一
＿三
年
五
月
）
に
お
い
て
南
洋
を
体
験
し

て
い
る
。
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
南
洋
体
験
は
、
第
二
次
西
洋
•
南

洋
行
の
往
路
に
お
け
る
六
ヶ
月
の
滞
在
(
-
九
二
九
年
六
月
1
-

―
一
月
）
と
復
路
に
お
け
る
四
ヶ
月
の
滞
在
(
-
九
三
二
年
一
月
1

五
月
）
の
あ
わ
せ
て
十
ヶ
月
ほ
ど
で
あ
る
。
な
お
、
同
行
し
た
森

三
千
代
は
、
往
路
に
お
い
て
こ
の
と
き
の
南
洋
を
先
に
発
ち
、
復

路
に
お
い
て
後
か
ら
合
流
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
と
き
の
南
洋
体

験
は
光
晴
よ
り
も
約
ニ
ヶ
月
少
な
い
。

た
だ
し
加
茂
論
文
は
、
は
じ
め
て

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
の
中

身
に
切
り
込
ん
だ
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
論
考
で
あ
る
。
私
は
、
前

掲
拙
稿
で
加
茂
論
文
の
実
証
部
分
を
引
き
継
い
だ
検
証
も
お
こ

な
っ
た
が
、
今
回
は
、
結
果
的
に
、
本
文
の
内
容
に
も
部
分
的
に

目
を
向
け
た
加
茂
論
文
が
示
し
た
方
向
性
を
発
展
さ
せ
て
、
テ
ク

ス
ト
全
体
を
読
み
と
お
す
作
業
へ
と
進
め
た
格
好
に
な
っ
て
い

る。
中
河
輿

一
『
熱
帯
紀
行
」
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「「
文
学
に
お

け
る

『土
人
』
I
中
河
輿

一
と
村
上
龍

」
（
川
村
湊
責
任
編
集

『「
戦
後
」
と
い
う
制
度
ー
戦
後
社
会
の
「
起
源
」
を
求
め
て
ー
」

（
文
学
史
を
よ
み
か
え
る

5
)
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
、
—
1
0
0

―
一年
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

こ
こ
で
の
本
文
引
用
は
、
あ
え
て
中
公
文
庫
版
の
『
マ
レ
ー
蘭

印
紀
行
」
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
第

一
に
そ
れ
は
初
版
と
の
間

に
ほ
と
ん
ど
異
同
が
み
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
っ
と
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(
5
)
 

も
普
及
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
使
い
、
シ
ン
プ
ル
に
ど
こ
ま
で
読

め
る
の
か
、
を
提
示
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
初
版
と
の

校
合
は
お
こ
な
っ
て
い
る
が
、
仮
名
遣
い
な
ど
は
新
字
体
に
改

め
、
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ル
ビ
に
つ
い
て
も
、
論

証
す
べ
き
こ
と
と
関
連
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
極
力
省
く
こ

と
に
し
た
。
な
お
「
鮫
」
は
、
普
及
版
が
な
い
の
で
、
初
版
を
用

い
る
こ
と
と
す
る
。
傍
線
部
な
ど
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
。

バ
ト
パ
ハ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ペ
ン
ゲ
ラ
ン
な
ど
は
、
マ
レ
ー

半
島
の
沿
岸
部
に
位
置
す
る
が
、
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
は
内
陸
部
に
あ

る
。
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
「
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の

旅
の
範
囲
は
、
基
本
的
に
日
本
人
が
開
拓
し
た
場
所
に
限
っ
て
お

り
、
半
島
を
北
上
し
て
タ
イ
と
の
国
境
付
近
に
ま
で
足
を
の
ば
し

た
り
、
沖
に
出
て
多
島
海
を
め
ぐ
る
な
ど
、
自
由
な
移
動
が
み
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
コ
ン
ラ
ッ
ド
や
ヴ
ァ
ン
・
デ

ル
・
ポ
ス
ト
な
ど
の
描
く
植
民
地
の
文
学
と
は
一
線
を
画
す
。
ま

た
、
旅
の
仕
方
を
み
て
も
、
光
晴
が
詩
集
を
訳
し
て
い
る
ア
ル

チ
ュ
ー
ル
・
ラ
ン
ボ
ー
の
伝
記
的
事
実
ー
ー

『ラ
ン
ボ
ー
全
詩
集
j

（
青
土
社
、
一
九
九
四
）
な
ど
に
よ
る
と
ラ
ン
ボ
ー
は
、
バ
タ

ヴ
ィ
ア
（
ジ
ャ
カ
ル
タ
）
ま
で
の
航
海
経
験
が
あ
り
、
ま
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
未
踏
の
ア
ビ
シ
ニ
ア
の
奥
地
に
入
っ
た
経
験
も
あ
る
。

晩
年
は
交
易
に
従
事
す
る
商
人
に
な
り
き
っ
て
亡
く
な
っ
て
い
る

ー
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
金
子
光
晴
の
旅
程
を
た
ど
る
な
ら
、

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
の
「
マ
レ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
欧
州
に
行

く
際
の
往
路
で
い
ち
ど
訪
れ
た
の
と
同
じ
場
所
を
復
路
で
再
訪
し

8
 

(
7
)
 

(
6
)
 

て
い
る
よ
う
だ
。
金
子
の
場
合
、
「
放
浪
」
と
言
っ
て
も
、
あ
る

程
度
は
後
先
を
考
え
た
旅
で
も
あ
り
、
本
人
は
否
定
し
て
い
る
が

書
く
た
め
に
再
訪
し
た
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
実

際
、
旅
先
で
書
か
れ
た
作
品
が
多
い
と
い
う
）
。
金
子
自
身
、
真

の
放
浪
と
い
う
も
の
に
敏
感
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
「
か
へ
ら
な

い
こ
と
が
最
善
だ
よ
。
」
そ
れ
は
放
浪
の
哲
学
。
」
（
「
ニ
ッ
パ
椰
子

の
唄
」
）
と
い
う
言
葉
を
遺
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
有
名
な

一
節
に
は
、
自
身
や
自
身
を
も
ち
あ
げ
る
向
き
に
対
す
る
諧
誹
を

こ
め
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

『
大
南
洋
地
名
辞
典
』
第
二
巻
「
馬
来
及
北
西
ボ
ル
ネ
オ
」
（
南

洋
経
済
研
究
所
編
、

一
九
四
二
）
を
み
て
も
、
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
」

の
扱
い
は
け
っ
し
て
大
き
く
な
い
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
は
大
き
な
川
を
あ
ら
わ
す
「
河
」
と
呼
び
、
冒
頭
に
据
え
て
重

要
な
位
置
を
与
え
て
い
る
。

鉄
山
の
あ
っ
た
ペ
ン
ゲ
ラ
ン
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
も
近
く
、

そ
れ
な
り
に
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
収
め
ら
れ
た
各
文
章
の
初
出
を
、
わ

か
っ
て
い
る
限
り
、
目
次
順
に
記
し
て
お
く
（
『人
物
書
誌
体
系

金
子
光
晴
j

と
加
茂
弘
郎
「
I

マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
論
」
を
参
照

し
な
が
ら
、
独
自
に
確
認
と
補
遺
を
お
こ
な
い
、
作
成
中
の
も
の

で
あ
る
）
。
な
お
本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
章
と
節
に
分
け
ら
れ
た

も
の
と
み
な
し
て
表
記
す
る
。

セ
ン
ブ
ロ
ン
河

セ
ン
ブ
ロ
ン
河
（
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」

「
N
O
U
V
E
L
L
E
』
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昭
7
.
9
)

ね
こ
ど
り
の
眼
（
「ね
こ
ど
り
の
眼
」

『詩
集
』
昭
7
.
1
0
、
未
見
）

雷
気

夜
（
「
夜
」「
詩
作
j

昭
11
.
5
、
未
見
）

開
墾
（
「
馬
来
ゴ
ム
園
開
墾
」

冗作
品
』
昭
9
.
l
)

バ
ト
パ
ハ

貨
幣
と
時
計

（「
馬
来
の
感
傷
]
『セ
ル
パ
ン
』
昭
7
.
8
)

ヵ
ュ
・
ア
ピ
ア
ピ

霧
の
プ
ア
サ
（
「霧
の
プ
ア
サ
ー
ジ
ョ
ホ
ー
ル
バ
ト
パ
ハ
に
て
」

『
新
亜
細
亜
」
昭
1
4
.
9
)

鳶
と
烏

虹
（
「
馬
来
の
苦
力
」

「文
藪
春
秋
』
昭
9
.
7
)

ベ
ン
ゲ
ラ
ン
（
「
南
洋
華
僑
の
排
日
」『
文
藝
春
秋
j

昭
12.10)

鉄
（
ス
リ
メ
ダ
ン
）

（「鉄

(
-
)」

『歴
程
j

昭
11
.
10
、
「
鉄
（
承
前
）
」
『
歴
程
」
昭

l
.
1
)
 

l

l

 

コ
ー
ラ
ン
プ
ー
ル
の
一
夜

新
嘉
披

タ
ン
ジ
ョ
ン
・
カ
ト
ン

新
世
界
（
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
裏
町
か
ら
ー
軍
港
街
に
集
う
諸

人
種
気
質
」
I

文
藝
春
秋
」
昭
1
3
.
5
)

爪
畦爪

畦
へ
（
「爪
畦
へ

」
『
世
代
』
昭
1
1
.
6
、
未
見
）

蝙
蝠
（
「蝙
蝠
」
『
文
藝
』
昭
1
4
.
9
)

10 (
9
 

珊
瑚
島

ス
マ
ト
ラ
島
（
「
ス
マ
ト
ラ
島
」

『改
造
』
昭
6
.
4
)

肱伝
記
的
に
語
ら
れ
て
い
る
事
実
と
は
異
な
る
。
紀
行
の
虚
構

性
を
示
す
箇
所
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け

「
珊
瑚
島
」

に
つ
い
て
は
、
森
一
二
千
代
が
「
猿
島
」
（「新
嘉
披
の
宿
』

一
九
四

二
）
で
書
い
た
島
と
同
じ
島
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

だ
と
す
る
と
、
ふ
た
り
で
見
た
同
じ
島
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
別
の
島
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
マ
レ
ー
蘭
印

紀
行
』
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
、
マ
レ
ー
で
は
「
私
」
ひ
と
り
で

あ
っ
た
の
が
、
ジ
ャ
ワ
で
は
「
M
」
と
ふ
た
り
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
、
一
珊
瑚
島
」
に
は
誰
が
上
陸
し
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
設
定
上
の
事
実
関
係
も

重
要
で
あ
ろ
う
。
松
本
亮
ら
に
よ
っ
て
伝
記
的
に
追
求
さ
れ
て
き

た
疑
問
ー
な
ぜ
マ
レ
ー
に
関
す
る
文
章
が
多
く
て
ジ
ャ
ワ
に
関

す
る
文
章
が
少
な
い
の
か
ー
を
解
く
鍵
も
、
創
作
意
識
の
次
元

で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

金
雪
梅

ズ金
子
光
晴
の
詩
法
の
変
遷

j
(花
書
院
、

—
I
O
I
―
•

三）
。
そ
こ
に
は
、

「
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
に
は
、
専
門
家
と
し

て
南
洋
を
視
察
し
研
究
す
る
ま
た
は
報
道
す
る
ま
な
ざ
し
は
欠
け

て
お
り
」
と
も
あ
る
。
「
専
門
家
」
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
が
、
「
専
門
家
」
を
唸
ら
せ
る
「
ま
な
ざ
し
」
は
あ
っ
た

と
言
え
る
（
拙
稿
「
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
』
論
序
説
」
を
参
照
の

こ
と
）
。
な
お
、
「
混
在
」
に
し
て
も
、
一
人
称
を
め
ぐ
る
考
察
に
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11) 

し
て
も
、
論
法
や
条
件
に
よ
っ
て
は
限
定
的
に
で
は
あ
る
が
成
立

し
得
る
。
先
行
論
の
結
論
を
組
み
合
わ
せ
た
結
果
と
も
思
わ
れ
、

著
者
だ
け
の
責
で
は
な
い
。
ま
た
、
同
書
は
九
州
大
学
に
提
出
さ

れ
た
博
士
論
文
で
あ
り
、
多
く
の
点
で
問
題
点
を
含
む
も
の
の
、

全
体
と
し
て
は
荒
削
り
に
金
子
光
晴
の
全
体
像
に
迫
っ
た
意
欲
作

で
あ
ろ
う
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

「
珊
瑚
島
」
の
直
前
の
「
蝙
蝠
」
の
章
の
末
尾
に
は
、

「父
親
と

母
親
の
よ
う
な
も
の
が
、
並
ん
で
立
っ
て
い
る
ふ
た
り
の
中
身
を

通
り
す
ぎ
て
い
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
仄
め
か
さ
れ
て
い

る
「
子
」
の
存
在
も
、
章
や
節
を
ま
た
い
で
連
鎖
す
る
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
ウ
ヰ
ス
キ
ー
の
角
邊
を
愛
児
の

よ
う
に
か
く
し
抱
い
て
」
（
「
カ
ユ
・
ア
ピ
ア
ピ
l
)

か
ら
、
「
嬰
児

を
抱
い
た
嬢
」
（
同
）
、
「
衝
立
に
紐
で
し
ば
り
つ
け
ら
れ
た
小
猿
」

（同
）
、
「
子
供
を
抱
い
た
母
猿
」
（
同
）
、
「
子
供
が
い
ば
り
く
さ
っ

た
よ
う
に
」
（
「
鳶
と
烏
」
）、

「
四
歳
の
と
き
日
本
へ
の
こ
し
て
き

た
ま
＼
足
掛
五
年
あ
わ
な
い
子
供
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
気
が
し

た
」
（
同
）
、
「
私
は
、
そ
の
烏
賊
の
子
を
挟
ん
だ
ま
ヽ
、
ひ
っ
く

り
か
え
し
た
。
子
供
に
共
通
な
、
お
ど
け
た
愛
ら
し
さ
に
ほ
ほ
え

み
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
を

D
に
放
り
こ
ん
だ
」
（
同
）
、
「
馬
来
人

た
ち
は
子
供
の
よ
う
に
店
先
に
立
っ
て
な
が
め
く
ら
す
ば
っ
か

り
」
（
「
虹
」
）
、
「
胎
児
の
よ
う
な
顔
つ
き
を
し
た
、
灰
白
の
鮫
の

子
」
(
[
ペ
ン
ゲ
ラ
ン
」
）
と
、
多
く
は
直
喩
に
よ
っ
て

「
子
」
が

も
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。

「私
」
が
自
身
の
子
供
を
思
い
出
す
場
面

で
も
、
「
烏
賊
」
を
経
由
し
て
間
接
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

14 (13
)
 

12 
ヽ

な
お
、
「
セ
ン
ブ
ロ
ン
河
」
五
節

「
開
墾
」
内
の
有
機
的
つ
な

が
り
に
つ
い
て
は
、
前
掲
加
茂
論
文
に
既
に
指
摘
が
あ
る
。

田
中
清
太
郎
「
金
子
光
晴
の
詩
を
読
む
j

（
国
文
社
、
一
九
八

二
）
で
は
、
詩
集
『
鮫
j

か
ら
い
く
つ
か
の
詩
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
が
、
「
鮫
」
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
鮫
」
を
「
読
解
」

し
た
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
論
考
が
野
村
喜
和
夫

「金
子
光
晴
を
読
も

う
」
（
未
来
社
、

二
0
0
四
）
で
あ
ろ
う
。
第
四
章
で
は
、
ま
さ

し
く
長
詩
「
鮫
」
を
丁
寧
に
「
読
解
」
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て

お
り
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。
「
読
解
」
さ
れ
て
い
る
箇
所
（
残
念

な
が
ら
末
尾
ま
で
届
い
た
全
文
読
解
で
は
な
い
）
に
つ
い
て
は
特

に
異
論
も
な
く
、
本
論
で
の
「
鮫
」
の
読
み
方
と
部
分
的
に
重
な

る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
な
の
で
、
ほ
ぼ
全
文

を
載
せ
た
。
そ
の
他
の
同
時
代
評
と
し
て
は
、
で
日
本
学
芸
新
聞
』

（
一
九
四0

•

一
―
・
ニ
五
）
の
書
評
が
あ
る
が
｀
「
支
那
人
」
に

つ
い
て
字
数
を
贅
や
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
と
っ
て
は
い
な
い
点

で
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
j

の
戦
後
の
受
容

史
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
触
れ
、
ま
た
中
村
の
前
掲
書
に

お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
代
評
価
に
つ
い
て
は
詳
し

く
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
悲
し
き
熱
帯
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
る
と
き
、

「悲
し
き
熱
帯
J

(
川
田
順
造
訳
、
中
央
公
論
社
）
と
い
う
邦
題
で

知
ら
れ
る
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
の
著
書
が
想
起
さ
れ
る
。
同
書

は、

一
九一―

1
0
年
代
の
プ
ラ
ジ
ル
で
の
旅
の
記
録
を
ま
と
め
た
紀
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(15) 

(16
)
 行

文
で
あ
り
、
『
マ
レ
ー
蘭
印
紀
行
」
に
描
か
れ
た
と
思
わ
れ
る

旅
(
-
九
一―10
年
前
後
）
と
ほ
ぽ
同
年
代
を
紀
行
の
対
象
と
し
て

い
る
が
、
刊
行
年
は
一
九
五
五
年
で
あ
る
。
な
お
、
村
上
龍
に
も

同
じ
タ
イ
ト
ル
の
小
説
集
が
あ
る
。

注

(3)
に
同
じ
。

植
民
と
は
、
支
配
者
、
侵
略
者
と
同
義
で
は
な
い
。
こ
こ
で
想

定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
理
想
的
な
訪
れ
人
（
異
人
）
と
し
て
の
植

民
（
あ
る
い
は
移
民
）
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
ま
ず
、
植
民
地
の
起
源

に
遡
っ
て
お
き
た
い
。

植
民
地
概
念
の
源
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ポ
イ
キ
ア

(apoikia)

と
ロ
ー
マ
の
コ
ロ
ニ
ア

(colonia)

に
遡
る
こ
と
が
で

き
る
。
ど
ち
ら
も
「
植
民
市
」
で
あ
る
。

〈離
郷
〉
を
意
味
し
政

治
的
に
独
立
し
た
ポ
リ
ス
で
あ
っ
た
ア
ポ
イ
キ
ア
よ
り
は
、
本
国

か
ら
の
集
団
的
な

〈移
住
地
〉
(
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t)

及
び

〈開
拓
地
〉

(
p
lantation
)

の
意
味
を
も
つ
コ
ロ
ニ
ア
が
実
態
に
即
す
る
形
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
派
生
し
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
c
o
l
o
n
y
が
ド
イ
ツ

に
は
kolonie
が
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

「植
民
地
」

「
殖
民
地
」
と
い
う
近
代
日
本
語
は
、
c
o
l
o
n
y
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
領
の
「
海
峡
植
民
地
」
に
は
s
e
t
t
l
e
m
e
n
t
が
用

い
ら
れ
た
。

十
六
i
十
七
世
紀
以
降
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
は
次
々
に
非
ヨ

ー
ロ

ッ

パ
地
域
を
征
服
し
て
政
治
的
支
配
や
経
済
的
収
奪
の
対
象
と
し

て
い
く
が
、
そ
う
し
た
属
領

(
d
e
p
e
n
d
e
n
c
y
)

な
い
し
は
領
土

(territory
)

が
植
民
地
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
新
渡
戸
稲

造
の
も
と
で
植
民
地
学
を
学
ん
だ
矢
内
原
忠
雄
は
、
そ
れ
ら
の
あ

り
方
を
、
実
質
的
植
民
に
対
す
る
形
式
的
植
民
と
呼
ん
で
区
別
し

た

（『
植
民
及
植
民
政
策
」）。

ま
た
目
的
の
相
違
に
よ
り
、
植
民

地
は
移
住
型
と
投
資
型
と
に
大
別
さ
れ
て
き
た
。
碁
本
的
に
は
、

外
来
者
が
先
住
民
を
支
配
下
に
お
い
て
移
住
し
た
地
域
を
植
民
地

と
呼
ぷ
の
だ
が
、
必
ず
し
も
支
配
／
被
支
配
と
い
う
関
係
性
に

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
絶
対
悪
で
は
な
い
と

い
う
理
解
も
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
移
住
型
は
征
服
型
、

投
資
型
は
搾
取
型
と
な
る
。

今
日
の
視
点
か
ら
省
み
る
な
ら
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
の
大
部
分
の
地
域
は
共
通
し
て
植
民
地
支
配
を
う
け

た
経
験
を
も
っ
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
近
代
国
家
は
こ
れ
ら
の
植

民
地
を
犠
牲
に
し
て
発
展
し
て
き
た
と
い
え
る
。
現
代
世
界
に
お

け
る
南
北
問
題
と
い
う
地
域
間
格
差
の
問
題
は
、
植
民
地
の
形
成

史
に
そ
の
起
源
が
あ
る
。
様
々
な
言
語
表
象
の
主
体
で
あ
り
続
け

て
き
た
の
も
宗
主
国
の
側
で
あ
り
、
客
体
化
、
無
言
化
さ
れ
て
き

た
被
植
民
地
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
植
民
地
と
は
単
な
る
移
住
地

や
投
資
先
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
支
配
や
侵
略
と
は
無
縁
の

「植

民
」
概
念
は
、
理
想
化
さ
れ
た
形
で
し
か
存
在
し
な
い
の
か
も
し

れ
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
諸
条
件
が
異
な
る
が
、
日
本
も
ま
た
近

代
化
の
過
程
に
お
い
て
植
民
地
獲
得
競
争
に
加
わ
り
み
ず
か
ら
戦

争
に
参
戦
し
、
実
際
に

「植
民
地
」
を
保
有
し
た
こ
と
の
あ
る
国

家
で
あ
る
。
近
代
日
本
が
開
拓
、
領
有
、
併
合
、
統
治
、
建
国
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し
た
の
は
、
北
海
道
、
沖
縄

（琉
球
）
、
小
笠
原
、
樺
太
（
サ
ハ

リ
ン
）
、
台
湾
、
朝
鮮
半
島
、
南
洋
群
島
、
「
関
東
州
」
（
遼
東
半

島
）
、
「
滴
洲
」
（
中
国
東
北
部
）
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
本

人
や
現
地
の
人
々
が
、
日
本
語
あ
る
い
は
現
地
の
言
葉
で
文
学
活

動
を
お
こ
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
総
称
と
し
て
の

「植
民

地
文
学
」
が
研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
、
尾
崎
秀
樹
の

『旧
植
民

地
文
学
の
研
究
」
が
出
版
さ
れ
た

一
九
七

一
年
以
降
の
こ
と
で

あ
り
、
今
な
お
厳
密
な
定
義
は
共
有
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ

も
、
こ
れ
ら
の
地
域
、
領
域
が
日
本
の
「
植
民
地
」
で
あ
っ
た
と

明
確
に
認
識
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
の
法
令
に

「植

民
地
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
し

（公
文
書
に
は
使

用
さ
れ
て
い
る
）
、
北
海
道
は
新
開
地
、
朝
鮮
半
島
は
併
合
の
相

手
、
南
洋
群
島
は
委
任
統
治
領
、
「
満
洲
国
」
は
独
立
国
で
あ

っ

た
の
だ
。
そ
う
し
た
場
所
で
展
開
さ
れ
た
文
学
活
動
も

「外
地
文

学
」
「
大
陸
文
学
」

「
開
拓
文
学」

「
南
進
文
学」

「
南
方
文
学
」
な
ど

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
「
植
民
地
文
学
」
と
い

う
観
点
か
ら
捉
え
る
概
論
が
川
村
湊
に
よ

っ
て
書
か
れ
て
は
い
る

が
、
多
く
の
当
該
研
究
は
各
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
ま
た
、
大
部
分
が
欧
米
の
植
民
地
で
あ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア

に
対
し
て
は
、
ア
ジ
ア
の
植
民
地
解
放
を
大
義
名
分
と
す
る

「大

東
亜
戦
争
」
に
お
い
て
日
本
の
占
領
、
軍
政
と
い
う
形
で
お
こ
な

わ
れ
た
が
、
同
時
期
に
相
当
数
の
文
学
者
が
徴
用
さ
れ
現
地
で
活

動
し
て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
本
稿
は
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
と
現
状
を
踏
ま
え
て
「
植

18) 

(17) 
民
地
文
学
」
研
究
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
が
、
帰
納
法
的
に

「植

民
地
文
学
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
り
た
い
と
考
え

て
い
る
。

納
富
信
留
「
プ
ラ
ト
ン
理
想
国
の
現
在
j

慶
応
大
学
出
版

会
、
二

0
―
ニ

・
七
、
九

一
頁
。

戦
後
に
お
け
る
金
子
の
言
語
選
択
か
ら
も
、
プ
ラ
ト
ン
と
の

関
係
を
類
推
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
子
光

晴
は
、
「

I
D
E
A
」
(
『
非
情
j

新
潮
社
、

一
九
五
五
）
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
詩
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た

『詩
人
金
子
光
晴
自

伝
」
（
平
凡
社
、
一
九
七
―
―
-
）
第
一
部
の
タ
イ
ト
ル
は
、

「洞
窟
に

生
み
落
さ
れ
て
」
で
あ
る
。
金
子
の
「
イ
デ
ア
」
や
「
洞
窟
」
へ

の
こ
う
し
た
こ
だ
わ
り
も
、
戦
前
に
書
か
れ
た

「
マ
レ
ー
蘭
印
紀

行
j

を
通
し
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（つ
ち
ゃ
．
し
の
ぶ

本
学
准
教
授
）


