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要
旨
：
本
論
は
川
端
康
成
の
『
雪
国
』
の
「
語
り
」
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
、『
雪

国
』
の
語
り
方
と
「
詩
的
精
神
」
お
よ
び
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
芥
川
の
晩
年
の
芸
術
観
と
の
相
関
関
係
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
そ
の
関
係
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
雪
国
』
の
「
語

り
」
に
隠
さ
れ
て
い
る
川
端
の
言
語
観
も
浮
上
し
、『
雪
国
』
の
「
美
」
の

問
題
は
実
は
作
品
の
語
り
方
と
深
く
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
も
見
え
て
く

る
だ
ろ
う
。

は
じ
め
に

「
僕
の
今
住
ん
で
ゐ
る
の
は
氷
の
よ
う
に
澄
み
渡
っ
た
、
病
的
な
神
経
の
世

界
で
あ
る
。（
中
略
）唯
自
然
は
か
う
い
ふ
僕
に
は
い
つ
も
よ
り
も
一
層
美
し
い
。

君
は
自
然
の
美
し
い
の
を
愛
し
し
か
も
自
殺
し
よ
う
と
す
る
僕
の
矛
盾
を
笑
ふ

で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
自
然
の
美
し
い
の
は
、
僕
の
末
期
の
目
に
映
る
か
ら
で

あ
る
」
と
芥
川
龍
之
介
は
「
或
旧
友
へ
送
る
手
記
」
に
記
し
た
。
川
端
康
成
は

評
論
「
末
期
の
目
」
の
中
に
こ
の
部
分
を
引
用
し
、「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
極
意
は
、

こ
の
『
末
期
の
目
』
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
た
。
し
か
も
川
端
に
と
っ
て
こ
の

「
末
期
の
目
」
は
「
芸
術
の
極
意
」
で
あ
る
と
同
時
に
小
説
の
「
規
範
」、「
形
式
」

に
働
く
「
実
験
」
で
も
あ
る
。
逆
に
い
う
と
、「
末
期
の
目
」
と
い
う
芸
術
の

極
意
は
、
小
説
に
お
い
て
、「
形
式
」
と
通
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。
川
端
は
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評
論
『
末
期
の
目
』（
昭
・
八
）
の
中
で
J
・
D
・
ベ
レ
ス
フ
ォ
ド
を
引
用
し

な
が
ら
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
吾
々
の
最
も
す
ぐ
れ
た
小
説
家
た
ち
は
常
に
実
験
家
で
あ
っ
た
。」「
散

文
に
於
て
で
あ
れ
、
韻
文
に
於
て
で
あ
れ
、
凡
て
の
規
範
は
そ
の
起
源
を

天
才
の
作
品
に
発
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
諸
君
に
記
憶
し
て
貰
ひ
た

い
。そ
し
て
若
し
吾
々
が
凡
て
最
良
の
形
式
は
既
に
発
見
さ
れ
て
し
ま
ひ
、

偉
大
な
る
作
家
た
ち
―
―
彼
等
の
多
く
は
そ
の
初
め
は
偶
像
破
壊
者
、
聖

な
る
像
の
破
壊
者
で
あ
っ
た
―
―
の
研
究
か
ら
吾
々
が
引
出
し
得
る
、
文

学
法
則
の
こ
れ
以
上
の
破
壊
は
、
そ
れ
が
伝
統
外
に
あ
る
の
故
を
以
て
、

非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
、
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

さ
う
な
る
と
吾
々
は
吾
々
の
文
学
が
成
長
を
止
め
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て

成
長
を
止
め
た
も
の
は
死
物
だ
、
と
い
ふ
こ
と
も
亦
甘
ん
じ
て
認
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」（
Ｊ
・
Ｄ
・
ベ
レ
ス
フ
ォ
ド
「
小
説
の
実
験
」
秋
沢
三

郎
氏
、
森
本
忠
氏
訳
）
実
験
の
出
発
は
、
よ
し
ん
ば
そ
れ
が
少
し
ば
か
り

病
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
楽
し
く
若
や
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、「
末

期
の
目
」
は
、
や
は
り
「
実
験
」
で
あ
ろ
う
が
、
死
の
予
感
と
相
通
ず
る

こ
と
が
多
い
。

ま
た
川
端
は
自
分
自
身
が
「
常
に
文
学
の
新
し
い
傾
向
、
新
し
い
形
式
を
追

ひ
、
ま
た
は
求
め
る
者
」
で
あ
る
と
同
じ
評
論
「
末
期
の
目
」
で
認
め
て
も
い

る
。
実
は
、
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
て
い
る
『
雪
国
』
の
語
り
方
は
、
ま
さ
に

川
端
の
「
末
期
の
目
」
の
「
実
験
」
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
の
だ
。

一
、
語
ら
れ
た
主
人
公

①
異
次
元
の
時
空

『
雪
国
』
は
島
村
を
視
点
人
物
と
し
て
、
三
人
称
の
「
語
り
手
」
に
よ
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
品
の
真
の
主
人
公
が
誰
か
と
い
う
問
題

が
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
代
表
的

な
結
論
は
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
「
島
村
＝
鏡
」
説
で
あ
り
、
島
村
は
駒
子
を

映
す
鏡
で
し
か
な
く
駒
子
こ
そ
本
当
の
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
論
説
は
よ
く
作
者
自
身
の
「
島
村
は
私
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
男
と
し
て
の

存
在
で
す
ら
な
い
や
う
で
、
た
だ
駒
子
を
う
つ
す
鏡
の
や
う
な
も
の
、
で
せ
う

か
」
と
い
う
、「『
雪
国
』
に
つ
い
て
」（
昭
・
四
十
三
）
の
中
の
記
述
を
授
用

す
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
中
村
光
夫
が
言
う
よ
う
に
「
あ
の
島
村

と
い
う
の
は
結
局
そ
れ
ほ
ど
よ
く
書
け
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
駒
子
に
比

べ
て
ど
う
し
て
も
見
劣
り
が
す
る
」（「『
伊
豆
の
踊
子
』
と
『
雪
国
』」（『《
論
考
》

川
端
康
成
』
中
村
光
夫
著

筑
摩
書
房

昭
五
十
三
）
と
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
川
端
が
い
う
「
島
村
＝
鏡
」
は
、
一
部
の
研
究
者
た
ち
が
理
解
し
て
い

る
よ
う
な
、島
村
の
人
間
性
の
空
洞
化
を
意
味
し
て
い
る
で
は
な
い
と
考
え
る
。

川
端
の
真
意
を
理
解
す
る
に
は
、
島
村
の
人
物
像
を
分
析
し
、
作
品
の
語
り
方

を
ま
ず
は
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
結
論
を
先
に
言
う
な
ら
、
島
村
が

「
駒
子
を
う
つ
す
鏡
」
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
持

つ
島
村
が
対
象
を
一
旦
は
己
の
精
神
の
深
部
で
受
け
止
め
る
が
、
絶
対
と
向
き

合
う
中
、
結
局
は
受
け
止
め
た
対
象
を
如
何
な
る
方
向
に
も
向
か
わ
せ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
島
村
は
対
象
を
自
己
化
し
な
い
、
逆
を
言
う
な
ら
、
自
己
化
さ
れ

た
対
象
を
つ
ね
に
相
対
化
す
る
か
ら
こ
そ
、
対
象
を
「
う
つ
す
鏡
」
た
り
得
る

の
だ
。
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島
村
は
こ
の
よ
う
な
深
い
批
評
力
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

問
題
を
詳
し
く
論
じ
る
前
に
、
二
つ
目
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

二
つ
目
は
中
山
真
彦
氏
の
論
に
代
表
さ
れ
る
。
中
山
氏
は
「
救
済
と
し
て

の
文
学
―
―
『
雪
国
』
と
そ
の
仏
訳
に
つ
い
て
―
―
」（『
現
代
文
学
』
29

一
九
八
四
）
の
中
で
「
作
品
『
雪
国
』
の
真
の
主
（
主
語
・
主
体
・
主
人
公
）

も
ま
た
も
う
一
人
の
芭
蕉
で
あ
り
、
あ
え
て
そ
の
名
を
呼
ぶ
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
『
雪
国
』
の
表
紙
に
印
刷
し
て
あ
る
川
端
康
成
そ
の
人
の
名
で
あ
る
」、「『
雪

国
』
と
い
う
作
品
は
、
ひ
と
つ
の
恋
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
恋
物
語
を
書
く

者
の
物
語
で
も
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、島
村
以
外
に
書
き
手
自
身
の
「
現
在
」

が
描
か
れ
、
書
き
手
の
主
観
と
島
村
の
主
観
が
交
代
に
語
ら
れ
る
と
い
う
語
り

方
だ
と
主
張
す
る
。
中
山
氏
の
論
拠
を
見
て
み
よ
う
。

…
…
同
一
対
象
に
関
し
て
、
一
つ
に
は
日
常
心
理
と
い
う
面
で
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
、
も
う
一
つ
に
は
言
語
に
よ
る
美
の
創
造
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
主
体
に
よ
っ
て
、
同
一
テ
キ
ス
ト
上
で
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

『
雪
国
』
原
文
は
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
語
り
方
が
い
わ
ば
リ
レ
ー
式
に

つ
な
が
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
常
的
次
元
で
の
出
来

事
の
生
起
の
み
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
奇
妙
な
不
連
続
性
が
認
め
ら

れ
る
。
例
え
ば
最
終
の
雪
中
火
事
の
場
面
で
、
葉
子
が
燃
え
る
二
階
か
ら

落
ち
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
…
…
下
に
落
ち
て
も
音
は
し
な
か
っ
た
。
水
の
か
か
っ
た
場
所
で
、

埃
も
立
た
な
か
っ
た
。
新
し
く
燃
え
移
っ
て
ゆ
く
火
と
古
い
燃
え
か
す
に

起
き
る
火
と
の
中
程
に
落
ち
た
の
だ
っ
た
。

古
い
燃
え
か
す
の
火
に
向
っ
て
、
ポ
ン
プ
が
一
台
斜
め
に
弓
形
の
水
を

立
て
て
い
た
が
、
そ
の
前
に
ふ
っ
と
女
の
体
が
浮
ん
だ
。
そ
う
い
う
落
ち

方
だ
っ
た
。
女
の
体
は
空
中
で
水
平
だ
っ
た
。
島
村
は
ど
き
っ
と
し
た
け

れ
ど
も
、
と
っ
さ
に
危
険
も
恐
怖
も
感
じ
な
か
っ
た
。
非
現
実
的
な
世
界

の
幻
影
の
よ
う
だ
っ
た
。
硬
直
し
て
い
た
体
が
空
中
に
放
り
落
さ
れ
て
柔

軟
に
な
り
、
し
か
し
、
人
形
じ
み
た
無
抵
抗
さ
、
命
の
通
っ
て
い
な
い
自

由
さ
で
、
生
も
死
も
休
止
し
た
よ
う
な
姿
だ
っ
た
。」

（
中
略
）

こ
の
ド
ラ
マ
は
、
右
の
引
用
箇
所
で
は
、
第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
第
二

の
パ
ラ
グ
ラ
フ
、
第
三
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
非
傍
線
部
分
、
そ
し
て
最
後
の

傍
線
部
分
と
、
三
つ
の
段
階
を
踏
ま
え
て
展
開
し
て
い
る
。
第
一
の
パ
ラ

グ
ラ
フ
は
、
葉
子
の
体
が
地
面
に
落
ち
る
と
い
う
出
来
事
を
、
平
板
で
あ

る
と
い
う
こ
と
さ
え
許
さ
れ
る
よ
う
な
書
き
方
で
、
写
実
的
・
客
観
的
に

記
述
す
る
。
次
の
段
階
で
は
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
主
観
に
映
っ
た
印
象
と

し
て
言
い
か
え
ら
れ
る
。（
中
略
）
そ
し
て
最
後
の
段
階
で
、
こ
の
主
観

性
が
さ
ら
に
強
ま
り
、「
非
現
実
的
な
世
界
の
幻
影
の
よ
う
だ
っ
た
」
と

な
る
。（
略
）

（
略
）
葉
子
が
落
ち
る
場
面
で
、
傍
線
部
に
は
も
は
や
島
村
の
名
は
な

い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
仏
訳
（
→
彼
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
あ
た
か
も
ひ

と
つ
の
幻
影
で
あ
る
か
の
如
く
に
眺
め
て
い
た
）
の
よ
う
に
、
こ
こ
を
一

作
中
人
物
の
主
観
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
原
文
も

ひ
と
つ
の
主
観
で
あ
る
と
言
え
ば
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
物
語
世

界
と
い
う
時
空
に
限
ら
れ
た
中
に
住
む
一
主
観
で
は
な
く
、
物
語
世
界
の

全
体
と
合
同
で
あ
る
よ
う
な
主
観
、
物
語
世
界
の
時
空
の
一
切
が
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
て
来
る
と
言
う
べ
き
、
作
品
の
根
元
に
あ
る
主
体
の
発
現
で
あ

る
。
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中
山
氏
は
こ
の
よ
う
に
、
書
き
手
が
島
村
の
欲
望
と
俗
世
の
恋
を
、
島
村
の

言
葉
を
語
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
美
に
昇
華
し
た
と
論
じ
、『
雪
国
』
に
あ
る

の
は
「
人
間
の
俗
性
か
ら
の
美
に
よ
る
救
済
」
と
い
う
、
日
本
文
学
の
伝
統
的

な
主
題
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
中
山
氏
が

引
用
し
た
作
品
の
傍
線
部
が
氏
の
言
う
よ
う
に
島
村
の
主
観
で
は
な
い
と
言
え

る
か
ど
う
か
、
作
品
に
沿
っ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

氏
が
引
用
し
た
傍
線
部
の
す
ぐ
前
に
は
、「
島
村
は
ど
き
っ
と
し
た
け
れ
ど

も
、
と
っ
さ
に
危
険
も
恐
怖
も
感
じ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
文
に

続
く
氏
が
引
用
し
た
傍
線
部
は
、明
ら
か
に
「
危
険
も
恐
怖
も
感
じ
な
か
っ
た
」

と
い
う
島
村
の
、
通
常
予
想
さ
れ
る
感
じ
方
と
は
違
う
感
じ
方
に
対
す
る
語
り

手
の
補
足
説
明
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
氏
が
引
用
し
た
部
分
の
後
に
は
、
葉
子
の

痙
攣
し
た
場
面
が
描
か
れ
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
島
村
は
「
地
上
に
ぶ
つ
か
っ
て

も
、
腓
が
痙
攣
し
た
だ
け
で
、
失
心
し
た
ま
ま
ら
し
か
っ
た
。
島
村
は
や
は
り

な
ぜ
か
死
は
感
じ
な
か
っ
た
が
、
葉
子
の
内
生
命
が
変
形
す
る
、
そ
の
移
り
目

の
や
う
な
も
の
を
感
じ
た
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
傍
線

部
と
氏
の
引
用
し
た
傍
線
部
は
、
と
も
に
葉
子
の
超
越
的
な
内
部
生
命
現
象
と

も
い
え
る
も
の
を
感
じ
取
っ
た
箇
所
で
あ
り
、そ
の
感
受
性
は
一
致
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
二
か
所
の
傍
線
部
は
同
一
主
体
に
よ
っ
て
感
じ
取
っ
た
も
の
と
見
な

け
れ
ば
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

氏
の
引
用
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
こ
の

箇
所
は
同
一
主
体
、つ
ま
り
島
村
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
と
い
う
く
だ
り
だ
が
、

こ
こ
に
は
日
常
的
次
元
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
。「
人
形

じ
み
た
無
抵
抗
さ
、
命
の
通
っ
て
い
な
い
自
由
さ
で
、
生
も
死
も
休
止
し
た
よ

う
な
姿
だ
っ
た
」
と
島
村
が
感
じ
た
の
は
、
葉
子
が
建
物
の
二
階
か
ら
地
上
に

落
ち
た
一
瞬
の
間
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
一
瞬
の
間
に
、
そ
の
よ
う
な
複

雑
で
抽
象
的
な
思
い
を
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
不
可
能
と
い

う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
日
常
的
な
時
間
制
の
上
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
思
い
を

可
能
に
す
る
も
の
が
そ
も
そ
も
異
次
元
の
一
瞬
な
の
だ
。

作
中
に
お
い
て
、語
り
手
は
島
村
に
つ
い
て
「
そ
の
二
階
か
ら
落
ち
た
の
で
、

地
上
ま
で
ほ
ん
の
瞬
間
の
は
ず
だ
が
、
落
ち
る
姿
を
は
っ
き
り
目
で
追
え
た
ほ

ど
の
時
間
が
あ
っ
た
か
の
や
う
に
見
え
た
。
人
形
じ
み
た
、
不
思
議
な
落
ち
方

の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
落
ち
る
姿
を
は
っ
き
り

目
で
追
え
た
ほ
ど
の
時
間
が
あ
っ
た
」
は
た
だ
の
錯
覚
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ

う
と
も
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
島
村
に
は
「
女
の
体
は
空
中

で
水
平
だ
っ
た
」、「
硬
直
し
て
い
た
体
が
空
中
に
抛
り
落
と
さ
れ
て
柔
軟
に
」

な
っ
た
と
は
っ
き
り
目
で
確
認
が
で
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ほ
ん
の
瞬

間
」
に
お
い
て
、
生
死
を
超
越
す
る
よ
う
な
葉
子
の
姿
を
感
じ
取
り
、
ま
た
抽

象
的
な
思
い
も
行
っ
て
い
る
。

筆
者
は
、
島
村
が
異
次
元
の
感
覚
、
あ
る
い
は
「
瞬
間
」
を
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
そ
の
準
備
と
し
て
、
葉
子
の
落
下
直
前
の
、
夜
の
天
の

川
と
島
村
が
呼
応
す
る
場
面
、
い
わ
ば
天
地
交
差
す
る
特
殊
な
情
景
が
あ
っ
た

と
考
え
る
。

あ
あ
、
天
の
河
と
、
島
村
も
振
り
仰
い
だ
と
た
ん
に
、
天
の
河
の
な
か

へ
体
が
ふ
う
と
浮
き
上
が
っ
て
ゆ
く
や
う
だ
っ
た
。
天
の
河
の
明
る
さ
が

島
村
を
掬
い
上
げ
そ
う
に
近
か
っ
た
。
旅
の
芭
蕉
が
荒
海
の
上
に
見
た
の

は
こ
の
や
う
に
あ
ざ
や
か
な
天
の
河
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
か
。
裸
の
天
の

河
は
夜
の
大
地
を
素
肌
で
巻
か
う
と
し
て
、
直
ぐ
そ
こ
に
降
り
て
来
て
ゐ

る
。
恐
ろ
し
い
艶
か
し
さ
だ
。
島
村
は
自
分
の
小
さ
な
影
が
地
上
か
ら
逆

に
天
の
河
へ
写
っ
て
ゐ
さ
う
に
感
じ
た
。
天
の
川
に
い
っ
ぱ
い
の
星
が
一
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つ
一
つ
見
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
光
雲
の
銀
砂
子
も
一
粒

一
粒
見
え
る
ほ
ど
澄
み
渡
り
、
し
か
も
天
の
河
の
底
な
し
の
深
さ
が
視
線

を
吸
い
込
ん
で
行
っ
た
。

こ
こ
の
情
景
描
写
に
よ
っ
て
、
超
自
然
的
な
雰
囲
気
を
作
り
出
そ
う
と
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
裸
の
天
の
河
は
夜
の
大
地
を
素
肌
で
巻
こ
う
と
し

て
、
す
ぐ
そ
こ
に
降
り
て
来
て
い
る
」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
に
天

の
河
と
大
地
の
交
差
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
光
雲
の
銀
砂
子

も
一
粒
一
粒
見
え
る
ほ
ど
澄
み
渡
り
」
と
、
通
常
肉
眼
の
限
界
を
超
え
て
見
え

る
よ
う
な
情
景
も
描
か
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
作
中
で
は
島
村
が
感
じ
取
る
異
空
間
の
情
景
が
ま
ず
描
か

れ
、
次
に
島
村
が
感
じ
取
る
異
次
元
の
「
一
瞬
」
が
そ
の
セ
ッ
ト
と
し
て
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、島
村
の
中
で
日
常
的
時
間
制
で
は
測
れ
な
い「
一

瞬
」
が
起
こ
る
の
は
不
自
然
で
は
な
い
は
ず
だ
。

こ
の
異
次
元
の
時
空
の
描
出
は
、
主
人
公
島
村
の
内
面
と
『
雪
国
』
の
語
り

の
両
方
の
要
請
で
あ
る
。

②
主
人
公
島
村
の
内
面

「
現
実
」
は
島
村
に
と
っ
て
「
徒
労
」
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、「
い
つ
で
も

忽
ち
放
心
状
態
に
入
り
易
い
彼
に
と
っ
て
は
、
あ
の
夕
景
色
の
鏡
や
朝
雪
の
鏡

が
、
人
工
の
も
の
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
自
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
遠
い
世
界
で
あ
っ
た
」と
あ
る
よ
う
に
、「
非
現
実
」の
も
の
こ
そ
島
村
に
と
っ

て
は
現
実
感
が
帯
び
る
の
で
あ
る
。

片
山
倫
太
郎
氏
は
「
川
端
康
成
『
雪
国
』
試
論
―
―
現
象
す
る
恋
情
の
方
法

と
意
味
―
―
」（『
文
学
』
二
〇
〇
七
・
九
）
の
中
で
、
島
村
の
内
面
を
ア
プ
リ

オ
リ
な
も
の
と
判
断
し
、「
別
離
の
必
然
性
は
当
初
か
ら
定
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
必
然
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
内
的
世
界
を
固
く
閉
ざ
す
島
村
の
姿

勢
に
あ
る
。
こ
の
内
的
正
解
の
内
実
や
由
来
を
我
々
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
一
方
で
、
こ
の
世
界
は
守
ろ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
存
立
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
宿
命
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
し

て
い
る
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。「
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
述
べ
た
こ
と
の
意
味
は
、

島
村
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
作
者
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
は
説
明
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
超
越
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
年
に
達
し
て
い
る
島
村
の
内
面
は
決
し
て
「
ア

プ
リ
オ
リ
」
な
も
の
で
は
な
く
、
田
中
実
氏
が
「『
戦
争
』
と
川
端
文
学
（
下
）

―
―
〈
自
然
〉
と
い
う
〈
他
者
〉・『
雪
国
』
―
―
」（「
国
語
通
信
」
一
九
九
一

初
秋
号
）
で
論
じ
た
よ
う
に
、
島
村
の
青
年
期
に
お
け
る
実
生
活
で
の
経
験

が
、
彼
の
内
面
形
成
に
決
定
的
な
意
味
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
つ
て
青
年
で
あ
っ
た
島
村
は
『
伝
統
の
眠
り
』
の
ま
ま
に
生
き
る
こ

と
も
、『
新
し
い
試
み
』
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
も
で
き
ず
、『
実
際
運
動
』

に
身
を
投
じ
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
加
担
し
な
か
っ
た
。
と
す
る

と
、島
村
の
生
き
る
場
所
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
ま
で
の
島
村
は
若
々

し
い
情
熱
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
世
界
を
『
非
現
実
』
と
か
『
幻
想
』
と
か

見
る
見
方
は
一
切
な
か
っ
た
。
そ
の
後
島
村
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
『
西

洋
舞
踊
』
の
評
論
家
の
か
た
ち
を
と
る
と
い
う
深
い
《
屈
折
》
が
あ
っ
た
。

《
屈
折
》は
こ
れ
ま
で
の
島
村
と
い
う
男
の《
自
己
》を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
。

奪
わ
れ
た
自
己
を
抱
え
た
島
村
の
感
性
の
な
か
に
は
、《
愛
の
ブ
ラ
ッ
ク

ホ
ー
ル
》
と
で
も
言
う
べ
き
、
全
て
を
糾
合
し
、
無
化
す
る
よ
う
な
『
底

な
し
の
深
さ
』
が
あ
る
。
島
村
と
駒
子
と
の
恋
愛
が
成
就
し
な
い
の
は
、
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そ
の
た
め
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
青
年
の
島
村
「
若
々
し
い
情
熱
に
駆
り
立
て
ら
れ
」
な
が
ら
、

結
局
「
伝
統
」
に
回
帰
す
る
こ
と
も
、「
新
し
い
試
み
」
や
「
実
際
運
動
」
に

赴
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
青
年
の
島
村
の
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
そ
の
後
島
村
が
「
非
現
実
」
の
中
に
逃
げ
て
い
く
こ
と
と
を
合
わ
せ
て
考
え

る
と
、
日
本
舞
踊
の
「
伝
統
」
と
そ
の
対
立
関
係
に
あ
る
「
新
し
い
試
み
」
の

双
方
の
意
味
が
島
村
の
中
で
相
互
に
解
消
さ
れ
、
相
対
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。そ
し
て
、青
年
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
と
の
関
わ
り
が
、島
村
が「
現

実
」
を
相
対
化
す
る
契
機
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
中
年
島
村

の
内
面
世
界
は
、片
山
倫
太
郎
氏
が
言
う
よ
う
に
、守
ろ
う
と
す
る
意
思
に
よ
っ

て
存
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
宿
命
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
絶
え
ず
厳
し
く
「
現
実
」

と
対
峙
す
る
自
己
相
克
の
中
に
保
た
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
全
て
を
無
化

す
る
」
よ
う
な
内
面
を
持
つ
島
村
の
内
な
る
時
間
は
、「
未
来
」
か
ら
「
現
在
」

へ
の
い
わ
ば
の
逆
流
と
し
て
あ
っ
た
。

『
雪
国
』
の
冒
頭
に
は
島
村
が
列
車
の
窓
ガ
ラ
ス
に
映
っ
た
葉
子
を
観
察
す

る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
列
車
か
ら
降
り
て
か
ら
島
村
は
列
車
の
「
夕

景
色
の
鏡
の
な
か
で
葉
子
に
い
た
わ
れ
て
い
た
病
人
は
」
は
、
自
分
が
「
会
ひ

に
来
た
女
の
家
の
息
子
だ
っ
た
」
と
分
か
る
。
続
い
て
作
品
は
こ
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

さ
う
と
知
る
と
、
自
分
の
胸
の
中
を
な
に
か
が
通
り
過
ぎ
た
や
う
に
感

じ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
め
ぐ
り
あ
わ
せ
を
、
彼
は
さ
ほ
ど
不
思
議
と
思
ふ

こ
と
は
な
か
っ
た
。
不
思
議
と
思
わ
ぬ
自
分
を
不
思
議
と
お
も
っ
た
く
ら

い
の
も
の
で
あ
っ
た
。

指
で
覚
え
て
い
る
女
と
目
に
と
も
し
火
を
つ
け
て
い
た
女
と
の
間
に
、

な
に
が
あ
る
の
か
な
に
が
起
き
る
の
か
、
島
村
は
な
ぜ
か
そ
れ
が
心
の
ど

こ
か
で
見
え
る
や
う
な
気
持
ち
も
す
る
。
ま
だ
夕
景
色
の
鏡
か
ら
醒
め
切

ら
ぬ
せ
い
だ
ろ
う
か
。
あ
の
夕
景
色
の
流
れ
は
、
さ
て
は
時
の
流
れ
の
象

徴
で
あ
っ
た
か
と
、
彼
は
ふ
と
そ
ん
な
こ
と
を
呟
い
た
。

島
村
は
そ
の
時
、
一
種
の
既
視
感
の
よ
う
な
も
の
を
覚
え
て
い
る
。
島
村
の

中
で
、
そ
の
時
か
ら
駒
子
、
葉
子
と
の
間
の
時
間
は
前
か
ら
後
ろ
へ
と
流
れ
る
。

傍
線
部
で
い
う
「
時
の
流
れ
の
象
徴
」
は
、
過
去
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
未
来

へ
流
れ
る
日
常
的
時
の
流
れ
で
は
な
く
、
そ
の
逆
流
と
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
、

島
村
に
と
っ
て
現
在
は
全
て
「
徒
労
」
と
な
る
。
島
村
の
「
徒
労
」
の
念
は
作

中
「
縮
」
の
場
面
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
こ
ん
な
愛
着
は
一
枚
の
縮
ほ
ど
の
確
か
な
形
を
残
し
も
し
な

い
だ
ろ
う
。
着
る
布
は
工
芸
品
の
う
ち
で
寿
命
の
短
い
方
に
し
て
も
、
大

切
に
あ
つ
か
え
ば
五
十
年
か
ら
も
っ
と
前
の
縮
が
色
も
褪
せ
な
い
で
着
ら

れ
る
が
、
か
う
し
た
人
間
の
身
の
添
ひ
馴
れ
は
縮
ほ
ど
の
寿
命
も
な
い
な

ど
と
ば
ん
や
り
考
え
て
い
る
と
、
ほ
か
の
男
の
子
供
を
産
ん
で
母
親
に

な
っ
た
駒
子
の
姿
が
不
意
に
浮
か
ん
で
来
た
り
し
て
、
島
村
は
は
っ
と
あ

た
り
を
見
ま
わ
し
た
。
疲
れ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
。

島
村
は
絶
え
ず「
現
在
」を
未
来
へ
と
ず
ら
し
て
い
る
。
現
在
は
島
村
に
と
っ

て
「
未
来
の
過
去
」
で
あ
り
、
過
ぎ
去
る
も
の
で
し
か
な
い
。「
縮
」
は
そ
の
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過
ぎ
去
る
時
間
の
象
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
島
村
は
過
ぎ
去
る
時
間
の
象
徴
を
身

に
纏
い
、進
行
中
の
情
愛
を
い
ず
れ
過
ぎ
去
る
も
の
と
し
て
を
悼
む
の
で
あ
る
。

島
村
は
虫
の
死
骸
を
見
て
、
家
に
残
し
て
来
た
子
供
た
ち
を
思
い
出
す
こ
と
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
今
生
き
生
き
し
て
い
る
も
の
こ
そ
生
命
力
を
失
っ
た
後
の

姿
を
島
村
の
中
に
も
っ
と
も
呼
び
起
こ
す
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
内
な
る
時
間
を
生
き
る
島
村
の
感
性
は
、
駒
子
と
の
愛
を
結
晶

化
し
て
い
く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、駒
子
を
自
己
化
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
は
、
島
村
が
駒
子
を
映
す
鏡
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
島
村
の
内

面
の
空
洞
化
と
短
絡
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
だ
。

島
村
は「
現
在
」を
相
対
化
し
、「
全
て
を
無
化
す
る
」内
面
を
持
つ
か
ら
こ
そ
、

作
品
の
結
末
で
書
か
れ
た
異
次
元
の
時
空
間
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
異
次

元
の
時
空
は
地
上
の
す
べ
て
を
相
対
化
し
、
島
村
の
「
全
て
を
無
化
す
る
」
感

性
と
も
共
鳴
し
、
作
品
に
絶
対
的
な
「
無
」
を
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

作
品
の
結
末
の
異
次
元
世
界
は
、こ
の
よ
う
に
島
村
の
内
面
を
語
る
上
で
の
、

ま
た
、
作
品
『
雪
国
』
の
語
り
方
の
要
請
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題

を
深
く
理
解
す
る
に
は
、
芥
川
龍
之
介
が
晩
年
に
述
べ
た
「『
話
』
ら
し
い
話

の
な
い
小
説
」
と
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
、『
雪
国
』
の
語
り
方
と
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」

①
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
と
「
詩
的
精
神
」

主
人
公
島
村
が
自
己
批
評
の
中
を
生
き
て
い
る
以
上
、三
人
称
の
「
語
り
手
」

は
主
人
公
を
批
評
す
る
必
要
は
な
い
。「
語
り
手
」と
主
人
公
は
通
底
し
て
お
り
、

基
本
的
に
は
作
品
は
主
人
公
島
村
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
「
語
り
」
の
基
調
の
中
で
、い
く
つ
か
所
謂
「
叙
述
の
島
村
ば
な
れ
」

の
部
分
も
見
ら
れ
る
。

磯
貝
英
夫
氏
は「『
雪
国
』の
写
生
」（『
川
端
康
成
』
一
九
七
八
・
五
）の
中
で
、

こ
の「
叙
述
の
島
村
ば
な
れ
」の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
氏
は「
こ
れ
ま
で
も
、

叙
述
の
島
村
ば
な
れ
は
二
度
ほ
ど
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
最
初
は
、
冒
頭
部
分

の
停
車
場
面
に
お
け
る
『
除
雪
人
夫
延
人
員
五
千
名
に
加
え
て
消
防
組
青
年
団

の
延
人
員
二
千
名
』
云
々
の
記
述
で
あ
り
、
二
回
目
は
、
二
月
十
四
日
の
鳥
追

い
祭
り
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
の
延
長
と
と
れ
ば
さ
し
つ
か
え
は
な
い
よ
う
な

も
の
の
、
島
村
を
越
え
た
長
い
ち
ぢ
み
講
釈
に
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
に
み
ご
と

で
あ
る
に
せ
よ
、
や
は
り
一
種
の
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
し
ま
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
実
は
、こ
の
所
謂
「
叙
述
の
島
村
ば
な
れ
」
の
部
分
を
語
る
た
め
に
こ
そ
、

『
雪
国
』が
三
人
称
小
説
の
形
を
取
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
の
だ
。こ
れ
ら
の「
叙

述
の
島
村
ば
な
れ
」
の
部
分
は
、
島
村
を
越
え
て
読
者
に
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
で
作
品
に
一
定
の
広
が
り
を
与
え
て
い
る
が
、
島
村
を
相
対
化
し
た
り
、
島

村
以
外
の
人
物
の
内
面
に
立
ち
入
る
こ
と
で
作
品
に
奥
行
を
与
え
た
り
は
し
て

い
な
い
。
こ
の
「
語
り
手
」
は
主
人
公
以
外
の
人
物
の
客
観
的
な
内
面
描
写
の

手
前
ま
で
止
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

何
故
『
雪
国
』
で
は
三
人
称
の
「
語
り
手
」
で
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
以
外

の
人
物
の
内
面
を
一
切
語
ら
ず
、
物
語
上
の
謎
、
例
え
ば
駒
子
、
葉
子
と
行
男

三
人
の
関
係
な
ど
を
謎
の
ま
ま
に
終
わ
ら
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
「
全
て
を
無
化
す
る
」
島
村
の
感
性
は
、
対
象
（
関
係
し
た
人
物
）
を
あ

る
一
定
し
た
方
向
に
向
か
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
拡
散
さ
せ
る
と
い
う
力

学
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
語
り
手
」
が
ほ
か
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
っ

て
も
語
ら
な
く
て
も
、
島
村
の
感
性
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
損
な
わ

れ
な
い
。
実
は
、
こ
の
問
題
が
冒
頭
で
述
べ
た
と
こ
ろ
の
「
末
期
の
目
」
の
芸
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術
観
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず

川
端
が
芸
術
の
極
意
と
す
る
「
末
期
の
目
」
と
晩
年
の
芥
川
の
芸
術
観
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

芥
川
は
、
晩
年
に
「
詩
的
精
神
」
と
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

あ
る
小
説
の
価
値
を
定
め
る
も
の
は
決
し
て
『
話
』
の
長
短
で
は
な
い
。

況
や
『
話
』
の
奇
抜
で
あ
る
か
奇
抜
で
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
は
評
価
の
埒

外
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
は
勿
論

唯
身
辺
雑
事
を
描
い
た
だ
け
の
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
小
説

中
、
最
も
詩
に
近
い
小
説
で
あ
る
。
し
か
も
散
文
詩
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も

の
よ
り
も
遥
か
に
小
説
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
僕
は
三
度
繰
り
返
せ
ば
、

こ
の
「
話
」
の
な
い
小
説
を
最
上
の
も
の
と
は
思
っ
て
ゐ
な
い
。
が
、
若

し
「
純
粋
な
」
と
い
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、最
も
純
粋
な
小
説
で
あ
る
。（『
文

芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
「
一
「
話
」
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」

昭
和
二
年
二
月
～
七
月
）

ど
う
云
ふ
思
想
も
文
芸
上
の
作
品
の
中
に
盛
ら
れ
る
以
上
、
必
ず
こ
の
詩

的
精
神
の
浄
火
を
通
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
僕
の
云
ふ
の
は
そ
の
浄

火
を
如
何
に
燃
え
立
た
せ
る
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
い
は
半

ば
以
上
、
天
賦
の
才
能
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
や
、
精
進
の
力

は
存
外
効
の
な
い
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
の
浄
火
の
熱
の
高
低
は
直

ち
に
あ
る
作
品
の
価
値
の
高
低
を
定
め
る
の
で
あ
る
。（『
文
芸
的
な
、
余

り
に
文
芸
的
な
』
「
十
二

詩
的
精
神
」
昭
和
二
年
二
月
～
七
月
）

芥
川
の
言
う
「
詩
的
精
神
」
と
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
の
意
味

及
び
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
拙
稿
「『
詩
的
精
神
』
と
は
何
か
―

―
『
海
の
ほ
と
り
』
と
『
焚
火
』
を
通
し
て
―
―
」（『
国
文
学
論
考
』
44

二
〇
〇
八
・
三
）
の
中
で
詳
述
し
た
の
で
、
結
論
だ
け
を
引
用
し
て
お
く
。

だ
か
ら
、
芥
川
の
い
う
「
詩
的
精
神
」
と
は
「
話
」
を
語
る
自
分
を
批

評
す
る
こ
と
で
、
対
象
の
奥
に
透
徹
す
る
よ
う
に
捉
え
て
い
く
心
の
形
で

あ
る
。「
話
」
を
全
面
に
批
評
す
る
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
小
説
の

場
合
、
必
然
的
に
「
話
」
の
筋
や
内
容
は
小
説
全
体
を
覆
い
つ
く
す
こ
と

に
な
る
。
こ
の
と
き
の
「
話
」
は
十
全
に
生
か
さ
れ
、「
話
ら
し
い
話
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
話
」
を
語
る
自
分
を
批
評
す
る
よ
う
な
語
り
手
に

よ
っ
て
語
ら
れ
た
小
説
の
場
合
、
語
る
側
の
主
体
が
問
い
詰
め
ら
れ
つ
つ

あ
る
故
に
、「
話
」
の
力
が
発
揮
で
き
ず
、
表
面
的
に
は
筋
の
断
片
し
か

残
ら
な
い
。
こ
の
時
の
「
話
」
は
「
話
ら
し
く
話
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、「
話
」
の
意
味
は
語
り
方
と
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

芥
川
が
、
こ
の
よ
う
な
「
詩
的
精
神
」
に
基
づ
く
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な

い
小
説
」
を
提
唱
し
た
理
由
は
、「
語
る
こ
と
の
虚
偽
」
を
剥
脱
し
よ
う
と
す

る
た
め
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
の
問
題
を
理
解
す
る
に
は
、
表
現
す

る
こ
と
は
常
に
そ
の
中
に
虚
偽
を
孕
む
こ
と
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

田
中
実
氏
は
「
断
想
―
―
読
む
こ
の
倫
理
―
―
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
〇
一
年

八
月
号
）
の
中
で
、「
人
は
こ
の
世
に
生
れ
落
ち
て
、
宇
宙
の
あ
る
空
間
に
生

の
領
域
を
占
め
、
生
き
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
、
森
有
正
の
言
う
『
現
実
そ
れ

自
体
を
動
か
す
原
理
』
を
真
に
突
き
詰
め
よ
と
す
る
と
、『
現
実
そ
の
も
の
の

曖
昧
性
、
そ
の
虚
偽
性
、
反
駁
』
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
自
己
を
動
か
す
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原
理
を
透
明
に
な
る
ほ
ど
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
自

己
弁
護
』
的
な
生
が
見
え
て
く
る
」、「
人
が
生
き
て
い
く
と
は
『
物
語
化
』
す

る
こ
と
で
あ
り
、『
物
語
』
と
は
生
き
る
力
で
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、『
物
語
』
と

は
虚
偽
を
引
き
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
に
お
け
る
〈
表
現
〉
と
は
、
こ
れ

を
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
」
と
論
じ
た
。
氏
の
言
う
よ
う
に
、

生
き
る
こ
と
は
「
自
己
弁
護
」
で
あ
り
、表
現
は
虚
偽
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

対
象
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。で
は
文
学
に
お
け
る〈
表

現
〉
に
お
い
て
、
こ
の
虚
偽
を
超
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
一
つ
に

は
、
語
る
こ
と
の
虚
偽
を
抉
り
出
す
た
め
に
語
り
に
二
重
性
を
持
た
せ
る
、
つ

ま
り
は
一
つ
の
語
り
を
相
対
化
す
る
語
り
を
設
定
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
詩
的
精
神
」
と
は
ま
さ
に
語
り
手
が
自
ら
自
分

の
語
り
を
相
対
化
し
て
い
く
、
表
現
の
純
潔
を
追
及
す
る
精
神
で
あ
り
、
語
り

方
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
生
き
る
」
こ
と
と
相
反
す
る
力
学
の
働
き
を
必

要
と
す
る
の
だ
。こ
う
し
て
み
る
と
、前
に
引
用
し
た
川
端
の「「
末
期
の
目
」は
、

や
は
り
「
実
験
」
で
あ
ろ
う
が
、
死
の
予
感
と
相
通
ず
る
こ
と
が
多
い
」
と
い

う
話
は
、
芥
川
の
い
う
「
詩
的
精
神
」
と
随
分
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
「
詩
的
精
神
」
と
「
話
」
の
両
立

こ
の
よ
う
な
「
詩
的
精
神
」
の
も
と
で
語
ら
れ
る
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な

い
小
説
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
虚
偽
」
を
伴
う
小
説
の
物
語
性
を
排
除

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
『
雪
国
』
は
、
芥
川
の
い
う
「
詩
的
精
神
」
を

実
践
し
た
「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、「
話
ら

し
さ
」
を
も
保
持
し
た
語
り
方
を
探
っ
た
実
践
作
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

こ
の
こ
と
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
ず
「
詩
的
精
神
」
に
沿
う
語
り
方
が
ど
の

よ
う
に
小
説
中
で
実
践
さ
れ
、「
詩
的
精
神
」
と
「
話
」
の
両
立
す
る
可
能
性

を
考
え
て
み
た
い
。
小
説
は
通
常
一
人
称
の
「
語
り
手
」
か
三
人
称
の
「
語
り

手
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
語
り
の
虚
偽
を
相
対
化
す
る
と
こ
ろ
の
二
重
の
語

り
を
備
え
る
一
人
称
小
説
の
場
合
は
、
読
者
は
語
ら
れ
た
も
の
か
ら
一
人
称
の

「
語
り
手
」
を
越
え
て
、「
語
り
手
」
の
認
識
の
闇
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
こ
の
場
合
は
一
人
称
の
「
語
り
手
」
が
自
分
の
認
識
の
闇
に
無
自
覚

に
小
説
を
語
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。従
っ
て
、表
現
の
純
度
か
ら
い
う
な
ら
、「
詩

的
精
神
」
の
要
請
か
ら
距
離
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
人
称
小
説
は
表
現
の
純
度
を

高
め
る
に
は
、「
語
り
手
」
が
語
り
な
が
ら
自
分
が
何
故
こ
う
語
っ
て
い
る
か

と
己
に
問
い
詰
め
て
い
く
手
法
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
先
述
し
た
よ
う
に
、

小
説
の
物
語
性
が
犠
牲
さ
れ
る
の
だ
。
芥
川
の
晩
年
の
作
品『
蜃
気
楼
』や『
海

の
ほ
と
り
』
は
こ
の
よ
う
な
手
法
に
よ
る
「
話
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
手
法
に
対
し
て
、
出
来
事
を
語
り
な
が
ら
何
故
そ
う
語
る
か

を
問
う
代
わ
り
に
、
語
っ
て
い
る
自
分
の
「
心
境
」
を
同
時
に
露
わ
に
す
る
語

り
方
が
あ
る
。
芥
川
に
、「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
だ
と
称
賛
さ
れ
た
、

志
賀
直
哉
の
「
心
境
小
説
」『
焚
火
』
は
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
い
る
。（
前
掲
拙

稿
で
『
海
の
ほ
と
り
』
と
『
焚
火
』
の
語
り
方
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
た
の
で
、

参
照
さ
れ
た
い
。）

語
り
の
虚
偽
を
暴
く
と
こ
ろ
の
、
二
重
の
語
り
を
備
え
る
三
人
称
小
説
は
、

「
語
り
手
」
が
主
人
公
の
語
り
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
人
公
の
認
識

の
闇
を
暴
く
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
主
人
公
の
認
識
の
闇
を
語
ら
な
い
と

い
け
な
い
だ
け
で
は
な
く
、「
語
り
手
」
は
こ
れ
以
上
は
相
対
化
で
き
な
い
「
神

の
視
座
」
の
高
み
に
ま
で
登
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
表
現
の
純
度
か

ら
言
う
と
、
や
は
り
「
詩
的
精
神
」
の
熱
度
が
低
い
の
で
あ
る
。

谷
崎
潤
一
郎
の
三
人
称
小
説
『
刺
青
』
が
、
芥
川
か
ら
「『
刺
青
』
の
谷
崎

氏
は
詩
人
だ
っ
た
」（『
文
芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
』
「
二

谷
崎
潤
一
郎



（ 10 ）

都留文科大学研究紀要　第82集（2015年10月）

氏
に
答
え
ふ
」
昭
和
二
年
二
月
～
七
月
）
と
「
詩
的
精
神
」
の
深
さ
を
高
く

評
価
さ
れ
た
。『
刺
青
』
の
場
合
は
、
虚
偽
を
虚
偽
と
し
て
全
面
的
に
展
開
し
、

そ
の
虚
偽
を
否
定
す
る
も
の
は
直
接
作
品
に
表
れ
な
い
が
、
ゼ
ロ
記
号
と
し
て

作
品
の
外
部
に
対
置
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
刺
青
』
は
、「
そ
れ
は
ま
だ

人
々
が
『
愚
』
と
云
う
貴
い
徳
を
持
っ
て
居
て
、
世
の
中
が
今
の
よ
う
に
激
し

く
軋
み
合
わ
な
い
時
分
で
あ
っ
た
」
と
い
う
冒
頭
の
一
行
に
よ
り
、
作
品
独
自

の
世
界
が
囲
い
込
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
語
り
手
」
の
価
値
観

に
囲
ま
れ
た
世
界
の
中
で
、
主
人
公
で
あ
る
刺
青
師
清
吉
の
サ
デ
ィ
ス
ト
的
傾

向
が
語
ら
れ
、
次
い
で
「
彼
の
年
来
の
願
望
は
、
光
輝
あ
る
美
女
の
肌
を
得
て
、

そ
れ
へ
己
れ
の
魂
を
刺
り
込
む
事
で
あ
っ
た
」
と
、
実
は
清
吉
に
マ
ゾ
ヒ
ス
ト

た
る
願
望
が
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
語
り
手
」
は
読
者
の
前

で
主
人
公
清
吉
の
隠
れ
て
い
る
欲
望
を
、
さ
ら
け
出
し
て
い
る
。

作
品
で
は
、
清
吉
の
欲
望
は
思
い
が
け
な
く
実
現
さ
れ
、
し
か
も
相
手
の
娘

は
清
吉
が
見
抜
い
た
通
り
の
男
を
「
肥
料
」
に
す
る
「
性
分
」
を
持
つ
女
で
あ
っ

た
。「
親
方
、
白
状
し
ま
す
。
私
は
お
前
さ
ん
の
お
察
し
通
り
、
そ
の
絵
の
女

の
よ
う
な
性
分
を
持
っ
て
居
ま
す
の
さ
。
―
―
が
か
ら
も
う
堪
忍
し
て
、
そ

れ
を
引
っ
込
め
て
お
呉
ん
な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
娘
自
身
の
自
己
認
識
と

清
吉
の
娘
に
対
す
る
認
識
と
の
間
に
い
さ
さ
か
の
齟
齬
も
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
。清

吉
は
、
己
の
本
性
を
隠
し
た
い
と
い
う
娘
の
臆
病
さ
は
自
分
が
こ
れ
か
ら

彫
ろ
う
と
し
て
い
る
刺
青
の
力
で
取
り
払
わ
れ
る
と
確
信
し
て
い
た
。「
そ
ん

な
卑
怯
な
こ
と
を
云
わ
ず
と
、
も
っ
と
よ
く
こ
の
絵
を
見
る
が
い
い
。
そ
れ
を

恐
ろ
し
が
る
の
も
今
の
う
ち
だ
ろ
う
よ
」
と
清
吉
は
言
い
、
娘
を
麻
睡
剤
で
眠

ら
せ
て
か
ら
刺
青
を
入
れ
た
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
娘
は
目
覚
め
た
後
、
清
吉

が
予
想
し
た
通
り
、「
親
方
、
私
は
も
う
今
迄
の
よ
う
な
臆
病
な
心
を
、
さ
ら

り
と
捨
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。
―
―
お
前
さ
ん
は
真
先
に
私
の
肥
料
に
な
っ
た

ん
だ
ね
え
」
と
い
う
よ
う
に
、
娘
の
内
面
は
清
吉
の
望
む
通
り
に
動
き
、
内
側

の
葛
藤
な
ど
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。『
刺
青
』
の
三
人
称
の
「
語

り
手
」
の
役
割
は
、
主
人
公
の
欲
望
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
逆
に
そ

の
欲
望
を
引
き
だ
す
こ
と
に
あ
っ
た
。「
欲
」
が
放
任
さ
れ
、
全
面
的
に
盛
り

上
げ
ら
れ
る
と
、
必
然
的
に
そ
の
「
欲
」
が
突
現
さ
れ
対
象
化
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
あ
ろ
う
。

『
刺
青
』
の
よ
う
な
三
人
称
小
説
の
語
り
方
は
、
作
品
全
体
が
表
明
す
る
も

の
と
主
人
公
の
内
面
に
齟
齬
が
な
く
、
豊
饒
に
「
欲
」
と
い
う
「
虚
偽
」
を
そ

の
ま
ま
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
作
品
は
外
部
か
ら
見
る

と
「
虚
偽
」
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、
内
部
に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
の
「
虚
偽
」

も
含
ま
な
い
「
純
粋
な
」
も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
「
純
粋
な
虚
偽
」
を
語
っ

た
か
ら
こ
そ
芥
川
は
『
刺
青
』
を
「
詩
的
精
神
」
に
満
ち
た
小
説
と
し
て
称
賛

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
雪
国
』
の
場
合
は
、
語
る
主
体
を
膨
張
さ
せ
て
い
く
谷
崎
の
作
風
と
は
異

な
り
、
語
る
主
体
を
削
り
に
削
る
と
い
う
芥
川
の
作
風
と
同
じ
系
列
だ
と
考
え

る
。
主
人
公
島
村
は
「
現
在
」
を
相
対
化
す
る
が
、
対
象
を
自
己
化
し
な
い
が

故
に
、「
語
り
手
」
は
主
人
公
の
「
認
識
の
闇
」
を
批
評
す
る
必
要
が
な
い
。

主
人
公
自
身
が
代
わ
り
に
自
分
の
認
識
を
相
対
化
す
る
が
、
し
か
し
、『
雪
国
』

の
場
合
は
「
話
」
を
語
り
な
が
ら
、
語
っ
て
い
る
己
を
そ
の
ま
ま
相
対
化
し
て

い
く
と
い
う
形
で
は
な
い
。
主
人
公
島
村
は
青
年
期
に
日
本
舞
踊
と
の
関
わ
り

を
契
機
に
、「
全
て
を
無
化
す
る
」
内
面
を
抱
え
込
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
内
面
を
据
え
て
外
部
と
関
わ
っ
て
い
る
が
故
に
、
島
村
の
視
点
か

ら
語
ら
れ
た
「
話
」
は
既
に
相
対
化
さ
れ
た
「
話
」
な
の
だ
。
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し
か
し
、
小
説
の
物
語
性
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
当
然
主
人
公
以
外
の
登

場
人
物
も
描
か
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
の
場
合
、
三
人
称
の
「
語
り
手
」
が
他

の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
と
、
そ
の
人
物
像
が
固
定
化
さ
れ
、「
語
り
手
」

の
認
識
が
絶
対
化
さ
れ
る
。
絶
対
化
さ
れ
た
「
語
り
手
」
の
認
識
は
「
語
り
」

の
虚
偽
と
し
て
作
品
に
残
っ
て
し
ま
う
。登
場
人
物
達
の
内
面
を
語
る
こ
と
で
、

登
場
人
物
同
士
の
内
面
の
葛
藤
劇
が
織
り
上
げ
ら
れ
、
一
見
し
て
物
語
性
は
豊

か
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
各
人
物
の
内
面
が
描
か
れ
る
た
め
、
人
物
の

間
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
性
が
表
れ
て
く
る
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
各
人
物
像

が
類
型
化
さ
れ
、
逆
に
人
物
達
の
他
者
性
が
抹
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
表
面
的
な
豊
か
な
物
語
性
も
、
実
は
全
て
「
語
り
」
の
領
域
内
に
納
め
ら

れ
た
因
果
関
係
で
あ
り
、「
話
」
の
「
真
」
の
因
果
関
係
を
考
え
さ
せ
る
契
機

と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
各
登
場
人
物
の
内
面
が
明
白
に
語
ら
れ
て
い
る
作

品
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
謎
も
、
人
物
達
の
内
面
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
解
決

す
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
作
品
と
、
各
人
物
の
輪
郭

が
明
確
で
は
な
く
内
面
や
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
謎
が
謎
と
し
て
残
っ
て
い
る
作
品

と
で
は
、
果
た
し
て
ど
ち
ら
の
物
語
性
が
強
い
だ
ろ
う
か
。
話
の
余
韻
を
考
え

る
な
ら
、
や
は
り
後
者
で
あ
ろ
う
。

『
雪
国
』の「
語
り
手
」に
お
い
て
も
、主
人
公
以
外
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、

主
人
公
の
見
え
る
部
分
し
か
語
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
語
り
」
の
虚
偽
を

最
小
限
に
止
め
る
こ
と
で
、
作
品
の
物
語
性
を
逆
に
発
揮
し
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
内
面
の
客
観
描
写
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
人
物
の
発
言
と
行

動
は
如
何
な
る
心
理
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
が
分
か
ら
ず
、「
語
り
」
を
通
し

て
そ
れ
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
相
対

化
さ
せ
る
た
め
に
も
、「
語
り
」
自
体
を
相
対
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

話
の
流
れ
を
中
断
さ
せ
ず
に
、
話
全
体
を
相
対
化
さ
せ
る
唯
一
の
方
法
は
、

語
ら
れ
た
話
に
対
し
て
、
そ
れ
と
「
同
時
存
在
」
す
る
話
を
対
置
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
同
時
存
在
」
す
る
話
が
展
開
さ
れ
る
と
、「
語
り
」
の
虚

偽
も
ま
た
同
時
に
増
加
さ
れ
、
表
現
の
純
度
は
落
ち
て
し
ま
う
。
作
品
の
「
詩

的
精
神
の
浄
火
の
熱
度
」
を
保
つ
た
め
に
は
、「
同
時
存
在
」
す
る
話
の
可
能

性
だ
け
を
提
示
す
る
に
留
ま
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。『
雪
国
』
の
場
合
は
、
特

に
末
尾
の
部
分
に
お
い
て
、
地
上
の
全
て
を
異
化
す
る
異
次
元
の
時
空
間
が
語

ら
れ
、
そ
し
て
島
村
及
び
島
村
と
通
底
す
る
「
語
り
手
」
の
「
全
て
を
無
化
す

る
」
感
性
が
徹
底
化
さ
れ
、作
品
に
絶
対
的
な
「
無
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
絶
対
的
な
「
無
」
の
中
に
「
話
」
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
が

蘇
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
方
に
よ
っ
て
、『
雪
国
』
は
小
説
の
物
語
性
を
損
な
う
こ

と
な
く
、
表
現
の
純
度
を
高
く
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。「
詩
的
精
神
」
と

「
話
」の「
話
ら
し
さ
」を
同
時
に
実
現
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。『
雪
国
』は「『
話
』

ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
に
二
重
の
「
話
」（
話
＋
そ
の
話
と
同
時
存
在
話
の

可
能
性
）
を
加
え
る
こ
と
で
、高
度
の
否
定
的
な
「
真
実
性
」
を
持
つ
「
小
説
」

を
包
み
込
む
「
話
」
を
作
り
出
し
た
と
言
え
よ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、『
雪
国
』
は
主
人
公
以
外
の
登
場
人
物
の
内
面
描
写
を

捨
象
す
る
こ
と
で
、「
語
り
」
の
「
虚
偽
」
が
最
小
限
に
止
め
ら
れ
、
そ
し
て

人
物
の
他
者
性
が
保
持
さ
れ
、
作
品
の
物
語
性
が
最
大
限
に
発
揮
さ
れ
る
と
い

う
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
部
の
先
行
研
究
で
は
こ
の

問
題
に
つ
い
て
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
片
山
倫
太
郎
氏
は
前
掲
論

文
の
中
で
、
初
出
に
語
ら
れ
た
駒
子
の
内
面
描
写
が
単
行
本
『
雪
国
』（
昭
和

十
二
・
六

創
元
社
）
に
ま
と
ま
れ
た
際
に
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、「
駒
子
と
い
う
他
者
性
を
捨
象
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
因
果
的
な
構
築
性
を
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弱
め
る
こ
と
を
代
償
と
し
て
ま
で
、
作
者
は
隔
絶
す
る
島
村
の
姿
を
繰
り
返
し

描
い
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
述
の
背
景
に
は
、
島
村

の
人
物
像
に
対
す
る
誤
解
が
あ
り
、
そ
し
て
、
作
品
の
「
語
り
」
の
構
造
に
対

す
る
理
解
不
足
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、島
村
は
「
隔
絶
」

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
対
象
を
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
で
鋭
敏
に
捉
え
な
が

ら
、対
象
を
自
己
化
す
る
こ
と
な
く
「
現
在
」
を
相
対
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

駒
子
の
内
面
描
写
が
削
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
駒
子
の
「
他
者
性
」
が
「
捨
象
」

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
守
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
片
山
氏
の
い
う
「
弱
め
」

ら
れ
た
「
ス
ト
ー
リ
ー
の
因
果
的
な
構
築
性
」
も
仮
の
構
築
性
で
し
か
な
い
の

だ
。そ

れ
に
、
片
山
氏
は
同
じ
前
掲
論
文
の
中
で
、「
繰
り
返
し
述
べ
る
な
ら

ば
、『
雪
国
』
は
詩
的
精
神
を
現
象
し
て
は
語
っ
て
い
て
も
、
そ
の
内
実
を
論

理
的
に
語
っ
て
い
な
い
」
と
言
い
、
続
い
て
北
村
透
谷
の
「
我
牢
獄
」（
明

二
十
五
・
六
）
の
一
節
を
引
用
し
、
島
村
の
内
面
の
ア
プ
リ
オ
リ
性
と
の
類
似

性
を
比
較
し
た
。「
つ
ま
り
、
詩
人
の
内
的
世
界
を
〈
事
実
〉
と
し
て
引
き
受

け
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
は
、
別
言
す
れ
ば
、
そ
の
由
来
や
内
実
を
合
理
的
に
説

明
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
『
現
実
的
』『
客
観
的
』
世
界
の
秩
序
を
拒
む

こ
と
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。

ま
た
氏
は
、「
現
象
世
界
に
徹
す
る
『
雪
国
』
の
世
界
も
ま
た
、「
現
実
的
」

「
客
観
的
」
世
界
の
秩
序
を
拒
も
う
と
す
る
意
志
を
秘
め
て
い
る
」
と
言
い
、「
駒

子
の
他
者
性
を
削
除
す
る
こ
と
を
代
償
に
し
た
語
り
の
変
更
は
、
客
観
性
を
後

退
さ
せ
、
島
村
の
恋
情
そ
の
も
の
の
現
れ
を
よ
り
直
接
的
に
描
出
す
る
方
向
に

お
い
て
周
到
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
こ
う
し
た
周
到
さ

か
ら
は
ま
た
、
作
者
の
強
い
意
志
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ま
こ
の
よ
う
な
改
稿
の
意
味
へ
と
問
題
を
進
め
て
見
る
な
ら
ば
、

島
村
の
現
象
世
界
を
前
面
に
押
し
出
す
こ
と
が
、そ
の
ま
ま
〈
物
語
〉、つ
ま
り
、

虚
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
点
が

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
」、「
こ
れ
は
虚
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
も
、
感
受
性
の

捉
え
た
現
象
世
界
だ
け
を
敢
え
て
選
び
取
り
、
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
意
志
の

現
れ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
作
中
人
物
島
村
が
〈
い
つ
で
も
忽
ち
放
心

状
態
に
入
り
易
い
〉
と
い
う
ア
プ
リ
オ
リ
な
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
作
者

に
は
方
法
と
裏
表
す
る
選
択
の
意
志
と
覚
悟
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う
」
と
も
述
べ
て
、
作
者
の
『
雪
国
』
に
お
け
る
意
志
の
表
出
を
論
じ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
氏
の
言
う
よ
う
に
『
雪
国
』
は
、「『
現
実
的
』『
客
観
的
』
世
界

の
秩
序
」
を
拒
み
、「
虚
」
と
「
感
受
性
の
捉
え
た
現
象
世
界
」
を
「
引
き
受
け
」

た
作
品
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
語
り
方
で
は
、
た
だ
ち
に
「『
現
実
的
』

『
客
観
的
』
世
界
の
秩
序
」
に
相
対
化
さ
れ
、「
非
現
実
的
」
や
「
非
客
観
的
」

と
さ
れ
て
問
題
の
空
回
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
島
村
の

人
物
像
も
『
雪
国
』
の
作
品
構
造
も
、「
虚
」
と
「
現
実
」、「
主
観
」
と
「
客
観
」

と
の
二
項
対
立
を
超
え
、
所
謂
「
客
観
」、「
現
実
」
が
虚
偽
で
あ
る
と
い
う
前

提
に
立
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

島
村
に
関
し
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
彼
の
内
面
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で

は
な
く
、
そ
の
感
性
は
「
全
て
を
無
化
」
し
、
因
果
関
係
を
相
対
化
す
る
働
き

を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
島
村
の
「
感
受
性
の
捉
え
た
現
象
世
界
」
は
「
客

観
」
に
対
す
る
た
だ
の
「
主
観
」
で
は
な
く
、「
客
観
」
を
相
対
化
す
る
「
主
観
」

な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
島
村
の
感
性
に
即
し
て
語
ら
れ
た
『
雪
国
』
の
構

造
も
、
必
然
的
に
島
村
の
感
性
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な
い
と
、
作
品
は
氏
の
言
う
よ
う
な
構
築
性
を

持
た
ず
た
だ
の
主
観
現
象
の
連
な
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
作
品
分
析
も
「
主
観
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的
」
に
恣
意
的
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
現
に
片
山
氏
は
、「
現
象
の

連
な
り
そ
の
も
の
は
基
軸
に
し
た
が
っ
て
辿
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
解
釈

す
る
こ
と
も
で
き
る
」
が
、
作
品
の
因
果
関
係
は
不
明
瞭
で
あ
る
と
判
断
し
て

い
る
。

繰
り
返
す
が
、
島
村
の
「
全
て
を
無
化
す
る
」
内
面
は
、
作
品
の
結
末
に
お

け
る
異
次
元
の
時
空
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
徹
底
さ
れ
、
絶
対
的
に
「
無
化
」

さ
れ
た
の
で
あ
る
。こ
の「
無
化
」す
る
作
業
を
行
っ
て
初
め
て
、「『
現
実
的
』『
客

観
的
』
世
界
の
秩
序
」
が
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
片
山
氏
の
い

う
、「
現
象
」
と
し
て
の
「
詩
的
精
神
」
は
自
己
相
対
化
の
濾
過
を
省
い
た
「
抒

情
」
で
あ
る
が
、『
雪
国
』
の
「
詩
的
精
神
」
は
芥
川
が
述
べ
た
よ
う
な
自
己

相
対
化
を
極
め
る
精
神
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
作
品
を「
無
化
」す
る
作
業
は
同
時
に
作
品
を「
美

化
」
す
る
作
業
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
。

三
、
川
端
の
言
語
観
か
ら
考
え
る
『
雪
国
』
の
「
美
」
の
実
質

川
端
は
『
雪
国
』
の
あ
と
が
き
の
中
で
「
よ
り
美
的
に
『
雪
国
』
を
仕
上
げ

る
こ
と
が
で
き
た
」
と
述
べ
、
次
い
で
「『
花
の
ワ
ル
ツ
』
と
『
雪
国
』」（
昭

十
二
・
三
「
文
学
界
」）
で
、「
右
二
冊
の
作
品
（「
花
の
ワ
ル
ツ
」
と
「
雪

国
」
筆
者
注
）
は
、
も
う
作
者
と
し
て
は
、
踏
み
破
り
た
い
と
ば
か
り
思
ふ

境
地
で
あ
る
。
し
か
し
、
悉
く
の
作
に
一
貫
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
或
ひ
は
人
は

意
外
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
命
の
輝
き
に
対
す
る
、
憧
憬
と
賛
美
の
心

に
外
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
た
。
川
端
の
こ
の
発
言
か
ら
、『
雪
国
』
の
「
美
」
は
「
生

命
の
輝
き
に
対
す
る
、
憧
憬
と
賛
美
の
心
」
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
の
関
係
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、ま
ず
は
川
端
の
言
う「
生

命
の
輝
き
に
対
す
る
、
憧
憬
と
賛
美
の
心
」
の
意
味
を
掌
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

川
端
は
「
小
説
と
批
評
」（
昭
和
十
四
・
五
）
に
お
い
て
、
川
端
は
「
私
は
頽

廃
や
虚
無
を
主
題
と
し
て
書
い
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
生
命
へ
の
一
種
の
あ

こ
が
れ
が
、
さ
う
誤
り
見
ら
れ
る
だ
け
の
話
で
あ
る
」
と
書
い
た
。
こ
の
話
か

ら
、
川
端
の
「
生
命
へ
の
一
種
の
あ
こ
が
れ
」
は
「
頽
廃
や
虚
無
」
と
誤
解
さ

れ
や
す
い
面
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
何
故
「
生
命
」
は
生
命

の
否
定
で
あ
る
「
頽
廃
や
虚
無
」
と
見
間
違
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
理

由
は
実
は
、
川
端
の
言
語
観
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

川
端
は
「
思
想
と
生
活
と
小
説
」（
大
十
三
・
十
一
）
で
、
言
語
へ
の
不
信
を

示
し
て
い
る
。

「
悲
し
い
」
と
云
ふ
言
葉
は
形
容
詞
で
あ
っ
て
、
個
性
の
悲
し
み
其
物

で
は
な
い
。
或
る
見
地
か
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
名
詞
も
動
詞
も
一
種
の
形
容

詞
で
あ
っ
て
物
自
体
で
は
な
い
。
こ
の
「
形
容
詞
」
に
不
信
頼
を
示
す
事

は
単
な
る
表
現
の
革
命
を
来
た
す
だ
け
で
は
な
い
。
思
想
の
因
習
や
感
情

の
因
習
か
ら
自
由
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
話
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
川
端
の
言
語
観
で
は
、
言
葉
は
対
象
そ
の

も
の
を
指
さ
な
い
。「
思
想
の
因
習
や
感
情
の
因
習
」
も
言
語
の
産
物
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
言
語
へ
の
不
信
は
人
間
の
「
自
由
」
と
「
解
放
」
に
つ
な
が
る
の

で
あ
る
。
こ
の
「
自
由
」
と
「
解
放
」
こ
そ
、「
生
命
の
輝
き
」
を
も
た
ら
す

も
の
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
誰
も
が
言
語
の
中
で
生
き
、
言
語
が
作
り
上
げ

た
「
思
想
因
習
や
感
情
の
因
習
」
の
中
で
生
き
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
自
由
に
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解
放
さ
れ
る
」
こ
と
と
は
、
生
き
る
力
学
と
相
反
の
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
通

じ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
川
端
の
憧
れ
る
「
生
命
の
輝
き
」
が
「
頽
廃
や
虚
無
」
と

誤
解
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

　

言
語
へ
の
不
信
は
、
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、

川
端
が
生
き
る
こ
と
の
「
虚
偽
」
を
見
破
っ
た
「
末
期
の
目
」
を
芸
術
の
極
意

と
し
た
理
由
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
観
と
芸
術
観
を
持
つ
川
端
が
追
求

す
る
表
現
は
、言
葉
に
よ
っ
て
「
言
葉
の
彼
方
」
に
出
る
よ
う
な
表
現
な
の
だ
。

川
端
は
「
表
現
に
就
て
」（
大
十
五
・
三
）
に
お
い
て
、「
よ
り
優
れ
た
芸
術
家
」

の
あ
る
べ
き
姿
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

言
葉
と
い
ふ
も
の
を
信
頼
し
す
ぎ
て
ゐ
る
人
か
ら
新
し
い
表
現
は
生
ま

れ
な
い
。（
中
略
）
人
間
の
精
神
の
働
き
は
、
人
間
が
持
つ
言
語
の
範
囲
を

右
往
左
往
す
る
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
に
し
ろ
、
宗
教
に
し
ろ
、

少
し
深
い
精
神
的
探
求
は
直
ぐ
に
言
葉
の
彼
方
に
出
て
し
ま
ふ
。
同
じ
く

精
神
の
仕
事
で
あ
る
文
学
の
世
界
に
於
て
も
、
言
語
で
は
表
せ
な
い
も
の

を
よ
り
多
く
感
じ
る
人
程
、
よ
り
優
れ
た
芸
術
家
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。

　

し
か
し
、
言
葉
の
上
に
成
り
立
つ
「
小
説
」
は
、
如
何
に
「
言
葉
の
彼
方
」

に
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
、「
詩
的
精
神
」
は

表
現
の
虚
偽
を
最
大
限
に
剥
脱
す
る
た
め
の
、
つ
ま
り
は
語
る
主
体
を
自
己
相

対
化
す
る
精
神
で
あ
る
。
語
る
主
体
に
よ
っ
て
、
語
れ
た
も
の
が
相
対
化
さ
れ

否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
言
葉
の
彼
方
」が
想
起
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。従
っ

て
「
詩
的
精
神
」
に
基
づ
く
小
説
は
、「
言
葉
の
彼
方
」
を
垣
間
見
せ
る
表
現

だ
と
も
言
え
る
。

　

否
定
さ
れ
た
「
語
り
」
は
、
言
わ
ば
「
物
語
」
＝
虚
偽
が
解
消
さ
れ
た
表
現

の
「
無
」
に
通
じ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
無
」
は
「
虚
無
」
で
は
な
く
言
語
の

束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た「
自
由
」、ま
た「
生
命
の
輝
き
」を
育
む「
無
」な
の
だ
。

川
端
は
「
美
し
い
日
本
の
私
」（
昭
和
四
十
三
・
十
二
）
の
末
部
で
、「
私
の
作

品
を
虚
無
と
言
ふ
評
価
が
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
流
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
言
葉

は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
心
の
根
本
が
ち
が
ふ
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
」と
語
っ
た
。

そ
の
「
無
」
と
は
、
川
端
が
同
じ
文
章
の
前
半
で
述
べ
た
、「
こ
の
『
無
』
は

西
洋
風
の
虚
無
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
萬
有
が
自
在
に
通
ふ
空
、
無

涯
無
邊
、
無
盡
蔵
の
心
の
宇
宙
」
の
こ
と
を
指
す
。
川
端
が
芸
術
の
極
意
と
す

る
「
末
期
の
目
」
に
通
底
す
る
「
詩
的
精
神
」
も
、
同
じ
く
こ
の
「
萬
有
が
自

在
に
通
ふ
空
、
無
涯
無
邊
、
無
盡
蔵
の
心
の
宇
宙
」
の
「
無
」
の
境
地
を
目
指

し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
だ
か
ら
、「
詩
的
精
神
」
を
体
現
し
た
『
雪
国
』

に
つ
い
て
、
川
端
は
「
生
命
の
輝
き
に
対
す
る
、
憧
憬
と
賛
美
の
心
」
を
語
っ

た
作
品
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　

拙
稿「
二
重
の『
語
り
』を
め
ぐ
っ
て
―
―
川
端
康
成『
金
糸
雀
』を
反
例
に
、

川
端
言
語
観
を
手
掛
か
り
に
―
―
」（「
日
本
文
学
」
二
〇
一
四
・
八
）
で
も
論

じ
た
が
、
こ
の
東
洋
の
「
無
」
は
川
端
に
と
っ
て
「
美
」
で
も
あ
る
の
だ
。
同

じ
「
美
し
い
日
本
の
私
」
の
中
で
、川
端
は
「
無
」
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、「
美
」

に
関
し
て
「
極
め
て
狭
小
、
簡
潔
の
茶
室
は
、
か
へ
て
無
邊
の
廣
さ
と
無
限
の

優
麗
を
宿
し
て
を
り
ま
す
」、「
一
輪
の
花
は
百
輪
の
花
よ
り
も
花
や
か
さ
を
思

は
せ
る
の
で
す
」、「
色
の
な
い
白
は
最
も
清
ら
か
で
あ
る
と
と
も
に
、
最
も
多

く
の
色
を
持
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
川
端
に
と
っ

て
表
現
の
「
美
」
も
、「
言
葉
の
彼
方
」
に
出
る
「
自
由
」、
ま
た
「
生
命
」
を

感
じ
さ
せ
る
表
現
の
「
無
」
で
あ
る
と
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
川
端
は
、
表
現

の
純
化
を
実
践
し
た
『
雪
国
』
の
「
美
」
を
、「
生
命
の
輝
き
に
対
す
る
、
憧

憬
と
賛
美
の
心
」
と
並
行
し
て
語
っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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終
わ
り
に

　
『
雪
国
』
に
つ
い
て
は
膨
大
な
量
の
先
行
研
究
が
あ
り
、作
品
内
容
、語
り
方
、

「
美
」、「
自
然
」、
特
定
し
た
登
場
人
物
像
な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
が
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
の
根
幹
に
あ
る
も
の
が
、「
詩
的
精
神
」
及
び
「
話

ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
と
『
雪
国
』
の
語
り
の
関
係
性
で
あ
る
と
筆
者
は
考

え
る
。
そ
の
関
係
性
を
解
明
し
て
初
め
て
、『
雪
国
』
の
諸
問
題
と
諸
価
値
が

表
れ
て
く
る
の
だ
。『
雪
国
』
の
改
稿
の
痕
跡
を
辿
る
こ
と
で
、
そ
の
関
係
性

は
更
に
明
晰
に
な
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
は
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

『
雪
国
』
の
作
品
内
容
の
解
釈
に
関
し
て
も
、
多
く
の
未
解
決
な
問
題
が
残
っ

て
い
る
。

　
「
末
期
の
目
」
を
「
芸
術
の
極
意
」
と
す
る
川
端
の
芸
術
観
は
川
端
の
言
語

観
に
根
差
し
て
い
る
が
、
川
端
の
言
語
観
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
は
川
端
自
身

の
言
述
を
分
析
す
る
こ
と
に
止
ま
っ
た
。
更
に
そ
の
部
分
を
考
察
す
る
な
ら
、

川
端
の
言
語
観
と
近
代
文
学
研
究
に
革
新
の
契
機
を
も
た
ら
し
た
言
語
哲
学
者

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
観
の
類
似
点
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
川
端
の
言
う
「
言

葉
の
彼
方
」
と
い
う
「
言
語
以
前
」
の
問
題
も
表
れ
る
の
だ
。

　

人
間
や
文
学
言
語
上
の
大
き
な
課
題
と
向
き
合
わ
せ
な
が
ら
、
後
代
の
読
者

を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
作
品
『
雪
国
』
の
力
の
源
は
、や
は
り
川
端
が
い
う
「
萬

有
が
自
在
に
通
ふ
空
、無
涯
無
邊
、無
盡
蔵
の
心
の
宇
宙
」
の
「
無
」
で
あ
ろ
う
。

受
領
日　

二
〇
一
五
年
五
月
十
三
日

受
理
日　

二
〇
一
五
年
六
月
十
日　
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