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１

『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』（
片
山
恭
一
著
・
小
学
館
・
二
〇
〇
一
年

四
月
）
は
「
ぼ
く
」
こ
と
松
本
朔
太
郎
と
白
血
病
に
よ
っ
て
若
く
し
て
命
を
落

と
し
た
そ
の
恋
人
・
ア
キ
の
関
係
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
に「
恋

す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
社
に
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
の
、

「
売
れ
な
い
」
と
判
断
さ
れ
出
版
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
担
当
編
集

者
石
川
和
男
氏
に
よ
っ
て
再
度
「
恋
す
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
見
出
さ
れ
、「
世

界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
」
と
タ
イ
ト
ル
を
改
め
二
〇
〇
一
年
四
月
に
小
学

館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
二
〇
〇
四
年
五
月
に
売
上
累
計
三
〇
六
万
部
に
達
し
、

当
時
最
多
だ
っ
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』（
村
上
春
樹
著
）
の
二
三
八
万
部
を

超
え
て
国
内
作
家
の
小
説
単
行
本
売
上
ト
ッ
プ
に
踊
り
出
る
と
い
う
記
録
的
な

メ
ガ
ヒ
ッ
ト
を
遂
げ
る
こ
と
と
な
る
。
映
画
、
コ
ミ
ッ
ク
、
舞
台
な
ど
多
く
の

メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
も
為
さ
れ
、
本
作
は
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
も
の
と

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
の
裏
で
、
本
作
は
「
文
学
」
と
し
て
は
面
白
み
が

足
り
な
い
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
作
家
の
黒
井
千
次
は
次
の
よ
う

な
感
想
を
『
週
刊
朝
日
』
で
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
ほ
ど
関
心
し
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
純
愛
ば
や
り
と
い
っ
て
も
、

特
別
に
優
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
売
れ
た
の
か
理
由

が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
新
し
い
発
見
に
乏
し
い
気
も
し
た
。
悪
く
は

な
い
ん
だ
け
ど
、
小
説
と
し
て
の
面
白
み
が
何
か
も
う
一
つ
欲
し
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
が
大
人
に
な
っ
て
婚
約
者
を
連
れ
て
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故
郷
を
訪
れ
る
場
面
。
あ
そ
こ
を
も
っ
と
膨
ら
ま
せ
た
ら
い
い
と
思
っ
た

ん
だ
が
ね
。（『
7
つ
の
疑
問
で
読
み
解
く
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け

ぶ
』
メ
ガ
ヒ
ッ
ト
現
象
』・
週
刊
朝
日
・
二
〇
〇
四
年
五
月
七
日
）

こ
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
も
の
の
、
二
〇
〇
三
年
四
月
に
は
静
岡
県
教
育
委

員
会
調
査
の
「
私
が
す
す
め
る
1
冊
」
の
「
高
校
生
が
友
人
に
す
す
め
る
1
冊
」

部
門
で
第
一
位
と
な
る
な
ど
魅
力
を
感
じ
て
い
る
人
々
が
多
く
い
た
。

本
作
の
読
者
層
の
大
半
が
中
高
生
女
子
な
ど
の
若
い
層
で
あ
っ
た
。
本
作
が

出
版
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
代
と
は
、
ケ
ー
タ
イ
小
説
の
流
行
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
一
般
化
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
構
造
自
体
が
激
動

し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
異
例
の
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た

『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』
を
た
だ
「
関
心
し
な
」
い
作
品
に
留
め
て

し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
読
者
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
が
こ
の
作
品
に
は
隠

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
作
は
ア
キ
の
死
後
か
ら
小
説
が
始
ま
り
、
ア
キ
の
生
前
を
振
り
返
っ
て
い

く
回
想
形
式
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
作
に
は
回
想
形
式

で
は
済
ま
な
い
構
造
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
そ
の
構
造
に
つ
い
て
考
察

を
深
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

構
造
を
考
え
る
上
で
、ま
ず
注
目
し
た
い
点
が
本
作
に
流
れ
る
時
間
で
あ
る
。

鈴
木
正
和
氏
は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
読
む
愛
・
性
・
家
族
』（
岩
淵
宏
子
、
長
谷

川
啓
編
・
東
京
堂
出
版
・
二
〇
〇
六
年
十
月
）
の
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ

け
ぶ
』
の
項
で
「（
1
）　

恋
人
の
廣
瀬
亜
紀
（
ア
キ
）
と
「
ぼ
く
」（
朔
太
郎
）

と
の
中
学
二
年
生
の
出
会
い
の
時
か
ら
、
高
校
二
年
生
の
冬
に
白
血
病
で
ア
キ

が
亡
く
な
る
ま
で
の
約
四
年
間
の
時
間
。（
2
）
そ
の
数
カ
月
後
に
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
に
行
き
、
ア
キ
の
遺
骨
を
ア
キ
の
両
親
と
一
緒
に
朔
太
郎
が
撒
き
に
行

く
時
間
。（
3
）
ア
キ
の
死
か
ら
十
年
後
に
、
朔
太
郎
が
若
い
女
性
と
母
校
の

中
学
を
訪
れ
、
そ
の
校
庭
に
ア
キ
の
遺
灰
を
撒
く
時
間
。」
と
い
う
「
三
つ
の

時
間
の
枠
組
み
」
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
作
に
流
れ
る

時
間
は
鈴
木
氏
が
提
示
し
た
三
つ
の
時
間
の
枠
組
み
に
留
ま
ら
ず
、
考
察
の
余

地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
は
大
枠
と
し
て
（
A
）
ア
キ
の
生
前
（
B
）

ア
キ
の
死
後
（
C
）
十
年
後
の
三
つ
の
時
間
の
枠
組
み
を
も
っ
て
考
察
し
て

い
く
。
ま
ず
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
構
成
順
に
並
べ
た
図
1
と
時
系
列
順
に
並
べ
た

図
2
を
提
示
す
る
。
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図
1
と
図
2
を
比
較
す
る
と
、
本
作
が
時
系
列
を
大
き
く
乱
し
た
構
成
を

と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
図
1
を
見
る
と
（
B
）
ア
キ
の
死
後

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
（
A
）
ア
キ
の
生
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
は
さ
み
こ
み
、
最

終
的
に
十
年
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点

を
見
れ
ば
、
本
作
が
回
想
形
式
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
本
作
の
構
造
は
複
雑
で
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
鈴

木
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。　

高
校
一
年
生
の
時
の
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
〈
第
一
章
・
5
〉
の
末

尾
に
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
人
生
だ
っ
て
そ
う
か
も
し
れ
な
い
、
と
何
年
も

あ
と
に
な
っ
て
か
ら
思
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
人
で
生
き
る
人
生
は
、
た

だ
長
く
、
退
屈
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
好
き
な
人
と
一
緒
だ

と
、
あ
っ
と
言
う
間
に
分
か
れ
道
ま
で
来
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。」（
第
一

章
・
5
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
翌
年
の
冬
に
ア
キ
が
亡
く
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
何
年
も
あ
と
に
な
っ
て
」
か
ら
「
ぼ
く
」
が
回
想
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
ア
キ
の
死
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
た
後
の
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
を
回
想
し
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
現
在
と
は
、
ア

キ
の
死
か
ら
十
年
を
経
た
後
の
（
3
）
以
降
の
時
間
で
あ
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、〈
第
一
章
・
6
〉
の
冒
頭
に
は
、「
祖
父
は
し
ば
ら
く
ぼ

く
の
家
で
暮
ら
し
て
い
た
が
、
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
年
寄
り
に
は
住

み
に
く
い
家
だ
と
か
言
っ
て
、一
人
で
マ
ン
シ
ョ
ン
暮
ら
し
を
は
じ
め
た
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
物
語
が
後
年
に
朔
太
郎
が
書
き
記
し
た
手
記

で
あ
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

こ
の
指
摘
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
本
作
は
手
記
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
（
A
）、（
B
）、（
C
）
の
時
間
以
外
に
、（
D
）
手
記

を
書
い
て
い
る
時
間
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
本
作
は

す
べ
て
（
D
）
の
地
点
か
ら
の
回
想
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
本
作
の
語
り
の
叙
述
を
見
て
み
る
と
、
様
々
な
時
間
に
現
在
形
が
織

り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
数
は
五
〇
〇
例
を
超
え
る
。
こ
れ
ら
は（
A
）、（
B
）、

（
C
）、（
D
）
ど
の
地
点
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
そ
の
現
在
形
は
、
語
り

手
が
ま
る
で
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
の
中
に
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る

も
の
だ
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
冒
頭
部
で
あ
る
。

　

朝
、
目
が
覚
め
る
と
泣
い
て
い
た
。
い
つ
も
の
こ
と
だ
。
悲
し
い
の
か

ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
。
涙
と
一
緒
に
、
感
情
は
ど
こ
か
へ
流
れ
て

い
っ
た
。し
ば
ら
く
布
団
の
な
か
で
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
と
、母
が
や
っ

て
来
て
、「
そ
ろ
そ
ろ
起
き
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。（
傍
線
部
筆
者
）

傍
線
部
の
判
断
の
明
確
な
確
か
さ
は
、
こ
の
時
点
で
の
サ
ク
の
現
在
が
「
朝

に
目
覚
め
る
と
泣
い
て
い
る
」
と
い
う
日
常
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
果
た
し
た
直
後

で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
作
の
語
り
は
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
訪
問
の
地
点
を
物
語
の
起
点
と
し
て
、最
初
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

手
記
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
語
り
の
現
在
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪

問
の
地
点
に
あ
る
と
錯
覚
さ
せ
る
よ
う
な
書
き
方
を
し
た
の
か
。
手
記
の
性
質

は
確
か
に
あ
る
が
、
そ
れ
が
表
出
す
る
箇
所
は
鈴
木
氏
が
挙
げ
た
二
例
以
外
に

は
な
い
。
な
ぜ
語
り
手
は
物
語
を
書
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
存
在
を
直
接

的
に
は
描
写
し
な
か
っ
た
の
か
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
の
地
点
を
最
初
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
手
記
を
書
い
て
い
る
地
点
を
意
図
的
に
曖
昧
に
し
て
い
る
よ

う
に
さ
え
思
え
る
。

　

ま
た
、
語
り
の
現
在
を
さ
ら
に
曖
昧
に
し
て
い
る
要
素
と
し
て
、「
い
ま
」

と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
本
作
に
は
、「
い
ま
」
と
い
う
語
が
十
八
例
使
わ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
中
学
か
ら
は
じ
め
た
柔
道
を
あ
い
か
わ
ら
ず
つ
づ
け
て

い
る
ら
し
く
、
い
ま
で
は
ア
ー
ノ
ル
ド
・
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ネ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
な
体
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つ
き
に
な
っ
て
い
る
。」
と
い
う
記
述
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
い
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
時
間
軸
上
の
現
在
を
、「
い
ま
」
と
明
確
に
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
多
く

あ
る
。（
図
3
）

ま
た
「
い
ま
」
で
は
な
い
が
、四
章
一
節
の
ア
キ
の
葬
式
シ
ー
ン
に
お
い
て
、

ア
キ
が
弔
辞
を
読
ん
だ
担
任
教
師
の
葬
式
を
サ
ク
が
思
い
出
す
際
、「
ち
ょ
う

ど
二
年
前
の
こ
と
だ
。」
と
明
確
に
自
分
の
い
る
現
在
を
ア
キ
の
葬
式
時
点
（
ア

キ
の
担
任
教
師
の
葬
式
の
二
年
後
）
に
規
定
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
語
り
手
は
根
底
に
手
記
と
し
て
の
性
質
を
置
き
な
が

ら
も
、
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
現
在
に
寄
り
添
い
つ
つ
語
り
進
め
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

２

　

こ
の
よ
う
な
語
り
を
行
っ
た
理
由
は
何
な
の
か
。

　

図
２
に
大
ま
か
な
区
分
を
設
け
て
再
度
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

①
ア
キ
と
の
幸
せ
な
日
　々
　

（
幸
福
期
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ａ
）
ア
キ
の
生
前

　
　

②
ア
キ
の
死
を
見
つ
め
る
日
々
（
闘
病
期
）

　
　

③
（
Ｂ
）
ア
キ
の
死
後　

―
―
a
，
葬
式
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
b
，
祖
父
と
の
会
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
c
，
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
d
，
夢
島
再
訪

　
　

④
（
Ｃ
）
十
年
後

　

こ
れ
ら
の
分
類
を
併
記
し
た
の
が
図
4
で
あ
る
。 ｝
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一
章
か
ら
三
章
ま
で
は
ア
キ
の
生
前
の
幸
福
期
（
①
）
と
闘
病
期
（
②
）
で

あ
る
。
こ
の
中
で
唯
一
③
区
分
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
が
直
接
的
に
語
ら
れ

て
い
る
。
四
章
以
降
は
ほ
ぼ
時
系
列
に
そ
っ
て
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
こ
こ
で

疑
問
な
の
が
、
一
章
か
ら
三
章
ま
で
は
ア
キ
の
生
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
く
比

重
が
高
い
中
、
そ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挟
み
込
む
形
で
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪

問
時
の
「
ぼ
く
」
が
な
ぜ
描
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。

手
記
と
し
て
の
性
質
が
本
作
に
表
れ
る
の
は
、
一
章
五
節
の
最
終
段
落
と
一

章
六
節
の
叙
述
の
二
箇
所
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
。
言
い
換
え
る
と
、
一
章

五
節
の
最
終
段
落
と
一
章
六
節
の
叙
述
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
作
品
は
「
手
記
」

と
し
て
の
性
質
を
失
う
。

こ
の
二
つ
の
叙
述
を
排
除
し
た
際
に
語
り
手
の
現
在
と
な
り
う
る
の
は
ど
こ

か
。冒

頭
部
で
語
り
の
現
在
が
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
確
認
し

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
二
つ
の
叙
述
を
排
除
し
た
際
に
語
り
手
の
現

在
と
な
り
う
る
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
時
の
「
ぼ
く
」
の
地
点
と
考
え

ら
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問

時
の
現
在
を
起
点
と
し
た
場
合
、

(

A)

生
前
の
ア
キ
と
の
日
々
～

(

B)

ア
キ
の
死
後
・
祖
父
と
の
会

話
ま
で
を
回
想
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
訪
問
か
ら
十
年
後
に
現
在
進

行
形
で
進
ん
で
い
く
構
成
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。(

図
5) 

な
ぜ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
か

ら
十
年
後
の
期
間
が
現
在
進
行
形

で
進
ん
で
い
る
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
か
。
そ
れ
は
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
訪
問
か
ら
夢
島
再
訪
問
、夢
島
再
訪
問
か
ら
十
年
後
の
期
間
に
お
い
て
、

「
ぼ
く
」
の
内
面
に
明
ら
か
な
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
前
の
「
ぼ
く
」
は
一
貫
し
て
無
気
力
な
状
態
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
後
に
訪
れ
た
夢
島
で
は
、「
ぼ
く
」

は
イ
ソ
ギ
ン
チ
ャ
ク
の
鮮
や
か
な
色
の
触
手
に
気
づ
き
、
群
生
し
た
松
の
枝
の

一
本
一
本
が
美
し
い
と
ま
で
言
う
。
十
年
後
に
お
い
て
は
、
夢
島
再
訪
時
に
為

し
え
な
か
っ
た
散
骨
を
行
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
を
は
さ
ん
だ
前
後
に
お
い
て
「
ぼ
く
」

の
心
境
は
変
化
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
を
契
機
と
し
て
、
ア
キ
の

死
に
よ
り
停
滞
し
て
い
た
「
ぼ
く
」
の
内
面
が
動
き
だ
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
訪
問
と
は
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
ア
キ
の
死
か
ら
立
ち
直
る
大
き
な
き
っ

か
け
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
出
発
す
る
朝
か
ら
始
め
る
と

い
う
構
成
か
ら(
D)
地
点
に
い
る
手
記
の
作
者
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の
意
図
が
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読
み
取
れ
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
時
の
「
ぼ
く
」
と
は
、(

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
が

手
記
の
中
に
設
定
し
た
語
り
手
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
で
は

(

１)

手
記
を
書
い
た
「
ぼ
く
」
の
現
在
、(

2)

手
記
中
の
語
り
部
で
あ
る
「
ぼ

く
」
の
現
在
が
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
が
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
ず
、
混
在
す
る
こ
と
で
時
間
は
複
雑
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に(
D)
地
点
の
「
ぼ
く
」
と
手
記
中
の
語
り
手
の
「
ぼ
く
」

が
混
在
す
る
形
と
な
る
理
由
は
何
か
。

　

第
四
章
一
節
で
「
ぼ
く
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

過
去
に
は
、
触
る
と
血
の
出
る
よ
う
な
思
い
出
が
転
が
っ
て
い
た
。
ぼ

く
に
は
血
を
流
し
な
が
ら
、
思
い
出
ば
か
り
を
弄
ん
だ
。
流
れ
た
血
は
や

が
て
固
ま
り
、
硬
い
か
さ
ぶ
た
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
ら
ア
キ
と
の

思
い
出
に
触
れ
て
も
、
何
も
感
じ
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
時
が
経
つ
こ
と
で
「
ア
キ
と
の
思
い
出
に
触
れ
て
も
、

何
も
感
じ
な
く
な
る
」
こ
と
は
非
常
に
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
キ
の
死

か
ら
、最
も
離
れ
た
時
間
に
い
る
の
は(

D)

地
点
の「
ぼ
く
」で
あ
る
。
し
か
し
、

(

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
時
の
「
ぼ
く
」
を
語
り
手

に
設
定
し
て
手
記
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
ア
キ
と
の
思
い
出
に
触

れ
て
も
、
何
も
感
じ
な
く
な
る
」
と
い
う
ア
キ
の
死
後
直
後
の
「
ぼ
く
」
の
不

安
を
ぬ
ぐ
い
さ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、 (

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
と
手
記
中
の
語
り
部
で
あ
る
「
ぼ
く
」
の

境
界
が
非
常
に
わ
か
り
に
く
く
さ
れ
て
い
る
の
は
、(

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
が

手
記
中
の
語
り
部
の
「
ぼ
く
」
に
寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
キ
の
思
い
出

に
触
れ
る
こ
と
の
痛
み
を
再
体
験
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
　
　

３

前
節
に
お
い
て
、「
ぼ
く
」
の
内
面
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
た
。
そ
の
変
化

を
よ
り
深
く
考
察
す
る
た
め
、「
世
界
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。

「
世
界
」
と
い
う
語
は
二
十
一
例
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
を
エ
ピ
ソ
ー
ド
ご
と

に
分
類
し
た
。

　
　

①
周
り
の
男
子
が
自
身
に
辛
く
当
た
る
意
味
が
分
か
っ
た
時

　
　
　
（
ア
キ
生
前
：
中
学
生
時
代
：
幸
福
期
）

一
例

　
　

②
病
院
を
抜
け
だ
し
た
後
の
列
車
移
動
時

　
　
　
（
ア
キ
生
前
：
高
校
生
時
代
：
闘
病
期
）

七
例

　
　

③
ア
キ
の
葬
式
（
高
校
生
時
代
：
ア
キ
の
死
後
）

一
例

　
　

④
葬
式
後
、
新
学
期
に
入
っ
て
か
ら
の
生
活

　
　
　
（
高
校
生
時
代
：
ア
キ
の
死
後
）

三
例

　
　

⑤
祖
父
と
の
会
話
（
高
校
生
時
代
：
ア
キ
の
死
後
）

二
例

　
　

⑥
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
時
（
高
校
生
時
代
：
ア
キ
の
死
後
）

三
例

　
　

⑦
夢
島
（
高
校
生
時
代
：
ア
キ
の
死
後
）

一
例

　
　

⑧
十
年
後
（
十
年
後
：
ア
キ
の
死
後
）

三
例

二
十
一
例
の
う
ち
十
三
例
が
ア
キ
の
死
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
登
場
す
る
。
残

り
の
十
例
の
う
ち
、
九
例
が
三
章
五
節
で
病
院
か
ら
抜
け
だ
し
た
「
ぼ
く
」
と

ア
キ
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
向
か
う
途
中
の
列
車
内
の
会
話
に
登
場
す
る
。
三

章
五
節
に
お
け
る
二
人
の
会
話
を
起
点
と
し
て
「
世
界
」
へ
の
注
目
度
を
高
め

て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
「
世
界
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
る
。

一
番
早
く
登
場
し
た
用
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
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ア
ル
カ
リ
性
に
反
応
し
た
赤
い
フ
ェ
ノ
ー
ル
フ
タ
レ
イ
ン
溶
液
に
、
酸

性
の
液
体
を
適
量
加
え
る
と
、
中
和
反
応
が
起
こ
っ
て
水
溶
液
が
透
明
に

な
る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
、
世
界
が
晴
明
に
澄
み
渡
っ
た
。（
傍
線
部

筆
者
）

こ
れ
は
中
学
時
代
の
「
ぼ
く
」
が
周
囲
の
男
子
に
き
つ
く
あ
た
ら
れ
る
原
因

を
理
解
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
世
界
」
は
、「
ぼ
く
」
自
身
の
主
観

に
よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
た
視
界
を
表
し
て
い
る
。「
世
界
」
は
、あ
く
ま
で
「
ぼ

く
」
の
精
神
や
心
持
ち
で
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、「
世
界
」
を
規
定
す
る
も

の
は
明
確
に
存
在
し
て
は
い
な
い
。

「
世
界
」
と
い
う
語
は
こ
の
中
学
時
代
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
ア
キ
の
死
の
直

前
に
列
車
に
乗
る
シ
ー
ン
ま
で
出
て
来
な
い
。
そ
れ
は
列
車
内
の
会
話
に
い
た

る
ま
で
「
ぼ
く
」
が
、「
世
界
」
に
つ
い
て
熟
考
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
列
車
内
の
会
話
で
「
世
界
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
さ

れ
て
い
る
の
か
。

　
「
ア
キ
の
誕
生
日
は
十
二
月
十
七
日
だ
ろ
う
」

　
「
朔
ち
ゃ
ん
の
誕
生
日
は
十
二
月
二
十
四
日
ね
」

「
と
い
う
こ
と
は
、ぼ
く
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
か
ら
ア
キ
が
い
な
か
っ

た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
一
秒
だ
っ
て
な
い
ん
だ
」

　
「
そ
う
な
る
か
な
」

「
ぼ
く
が
生
ま
れ
て
き
た
世
界
は
、
ア
キ
の
い
る
世
界
だ
っ
た
」

彼
女
は
困
っ
た
よ
う
に
眉
を
寄
せ
た
。

「
ぼ
く
に
と
っ
て
ア
キ
の
い
な
い
世
界
は
ま
っ
た
く
の
未
知
で
、
そ
ん

な
も
の
が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
い
ん
だ
」

　
「
大
丈
夫
よ
。
わ
た
し
が
い
な
く
な
っ
て
も
世
界
は
あ
り
続
け
る
わ
」

　
「
わ
か
る
も
ん
か
」

　
〈
中
略
〉

「
わ
た
し
は
朔
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
る
ま
で
待
っ
て
い
た
の
よ
」
穏
や
か

な
声
で
ア
キ
は
言
っ
た
。「
朔
ち
ゃ
ん
の
い
な
い
世
界
で
、
一
人
で
待
っ

て
い
た
の
」

「
た
っ
た
一
週
間
だ
ろ
う
。
ぼ
く
は
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
、
ア
キ
の

い
な
い
世
界
で
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
？
」

「
時
間
の
長
さ
は
そ
ん
な
に
問
題
か
し
ら
」
彼
女
は
大
人
び
た
口
調
で

言
っ
た
。「
わ
た
し
が
朔
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
い
た
時
間
は
、
短
か
っ
た
け

れ
ど
す
ご
く
幸
せ
だ
っ
た
。
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら

い
。
き
っ
と
世
界
中
の
誰
よ
り
も
幸
せ
だ
っ
た
と
思
う
。
い
ま
こ
の
瞬
間

だ
っ
て
…
…
だ
か
ら
も
う
十
分
だ
わ
。い
つ
か
2
人
で
話
し
た
で
し
ょ
う
、

い
ま
こ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
わ
た
し
が
死
ん
だ
あ
と
も
永
遠
に
あ
り
続
け

る
っ
て
」（
傍
線
筆
者
）

こ
こ
は
ア
キ
が
初
め
て
「
世
界
」
の
語
を
使
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
箇
所
以
外
で
ア
キ
は
「
世
界
」
を
使
っ
て
い
な
い
。「
ぼ
く
」
と
「
ア
キ
」

が
「
世
界
」
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
の
が
こ
の
箇
所
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ

の
会
話
が
以
降
の
「
ぼ
く
」
が
考
え
る
「
世
界
」
を
定
義
づ
け
て
い
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
ぼ
く
」
が
提
示
し
た
「
ア
キ
が
い
る
世
界
」

と
「
ア
キ
の
い
な
い
世
界
」
で
あ
ろ
う
。『
謎
解
き
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を

さ
け
ぶ
』』（
ラ
イ
タ
ー
ズ
・
ジ
ム
著
・
夏
目
書
房
）
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
世

界
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。（『
謎
解
き
『
世
界
の
中
心
で
、
愛



（8）

都留文科大学大学院紀要　第18集（2014年 3 月）

を
さ
け
ぶ
』』
は
見
崎
鉄
を
代
表
と
す
る
ラ
イ
タ
ー
ズ
・
ジ
ム
を
著
者
と
し
て

お
り
、
協
力
と
し
て
北
迷
眞
氏
、
長
谷
川
樹
氏
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

『
謎
解
き
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』』
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
箇

所
が
明
確
で
な
い
。
そ
の
た
め
以
降
、
書
名
で
引
用
を
行
う
。）

朔
太
郎
に
と
っ
て
「
世
界
」
と
は
ア
キ
が
い
る
世
界
で
し
た
。
ア
キ
が

「
世
界
」に
意
味
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
ア
キ
が
死
ん
で
し
ま
え
ば「
世
界
」

は
終
わ
り
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
残
さ
れ
た
自
分
は
ど
こ
に
い
る
の
か
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
の
指
摘
の
通
り
、「
世
界
」
と
は
ア
キ
が
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
づ
け

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
ぼ
く
」
が
「
わ
か
ら
な
い
」
と

言
う
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
「
ぼ
く
」
は
「
世
界
」
を
「
ア
キ
」
の
存
在
と

接
続
し
て
考
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
ぼ
く
」
が
言

う
よ
う
な
「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」
と
は
、「
ぼ
く
」
に
は
「
世
界
」
と
な
り

え
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
キ
は
「
わ
た
し
が
い
な
く
な
っ
て
も
世
界
は
あ
り
続
け
る

わ
」と
、「
ぼ
く
」の「
世
界
」の
概
念
を
ひ
っ
く
り
返
す
。
ア
キ
が
提
示
し
た「
わ

た
し
（「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
ア
キ
）
が
い
な
い
世
界
」
は
「
ぼ
く
」
が
言
う
「
ア

キ
が
い
な
い
世
界
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
ぼ
く
」
は

生
き
て
い
く
も
の
と
し
て
、
ア
キ
は
死
に
ゆ
く
も
の
と
し
て
、
異
な
る
立
場
か

ら
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
立
場
の
違
い
に
つ
い
て
『
謎
解
き
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』』

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

生
き
続
け
る
朔
太
郎
は
死
者
の
立
場
で
「
世
界
」
は
終
わ
る
と
い
い
、

死
ん
で
い
く
ア
キ
は
生
者
の
立
場
で
世
界
」
は
あ
り
続
け
る
と
い
う
。
ア

キ
は
「
い
つ
も
一
緒
に
い
る
か
ら
」
と
言
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
朔
太

郎
も
死
ん
だ
ア
キ
と
「
い
つ
も
一
緒
に
い
る
か
ら
」
死
者
の
よ
う
に
魂
の

抜
け
殻
同
然
に
生
き
て
し
ま
う
の
で
す
。

こ
の
指
摘
は
、
一
章
一
節
の
末
尾
に
お
け
る
次
の
箇
所
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら

れ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
い
う
こ
と
だ
、
ア
キ
が
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
。
彼
女
を
失

う
と
い
う
こ
と
は
。
ぼ
く
に
は
、
見
る
も
の
が
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
ア
ラ
ス
カ
で
も
、地
中
海
で
も
南
氷
洋
で
も
。

世
界
中
ど
こ
に
行
こ
う
と
同
じ
だ
。
ど
ん
な
雄
大
な
景
色
に
も
心
は
動
か

な
い
し
、
ど
ん
な
美
し
い
光
景
も
、
ぼ
く
を
楽
し
ま
せ
な
い
。
見
る
こ
と
、

知
る
こ
と
、
感
じ
う
る
こ
と
…
…
生
き
る
こ
と
に
動
機
を
与
え
て
く
れ
る

人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
彼
女
は
も
う
ぼ
く
と
一
緒
に
生
き
て
は

く
れ
な
い
か
ら
。

「
見
る
も
の
が
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
」
て
い
る
状
態
は
、
す
で
に
骨
に

な
る
こ
と
で
体
を
失
い
、
思
考
能
力
や
視
力
等
の
五
感
も
な
く
し
て
い
る
ア
キ

と
同
一
状
態
で
あ
る
。
こ
の
「
ぼ
く
」
の
行
動
は
、精
神
的
に
体
や
思
考
能
力
、

視
力
等
の
五
感
を
失
う
こ
と
で
、
死
ん
だ
ア
キ
と
同
一
状
態
と
な
る
こ
と
―
―

「
ア
キ
の
死
」
を
体
験
す
る
こ
と
な
の
だ
。

片
山
の
エ
ッ
セ
イ
『
D
N
A
に
負
け
な
い
心
』（
新
潮
社
・
二
〇
〇
〇
年
十

月
）
は
本
作
よ
り
も
後
に
執
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
の
理
解
を
深
め
る
理
念

が
多
く
書
か
れ
て
い
る
重
要
な
著
書
で
あ
る
。
片
山
は
「
死
」
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
い
う
。

　

他
者
と
の
関
係
は
、私
達
が
存
在
す
る
こ
と
の
制
御
不
可
能
な
部
分
だ
。

だ
か
ら
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
死
を
、
私
た
ち
は
自
然
科

学
的
な
事
実
に
は
委
ね
ず
に
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
感
じ
る
。
他
者
と
の

関
係
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
他
者
の
死
も
、
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
経
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験
さ
れ
る
自
己
の
死
も
、
同
様
に
「
わ
か
ら
な
い
」
と
感
じ
る
。「
わ
か

ら
な
い
」
と
い
う
感
じ
方
で
、
大
切
な
も
の
を
損
な
わ
ず
に
お
こ
う
と
す

る
。「
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
感
じ
方
で
、
自
然
科
学
的
な
事
実
を
超
え

た
何
か
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
と
の
関
係
、
他
者
と
の

結
び
つ
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

本
作
の
内
容
に
あ
て
は
め
る
と
、「
ぼ
く
」
と
ア
キ
の
関
係
に
お
い
て
ア
キ

の
死
は
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
他
者

の
死
」
で
あ
り
、
ア
キ
に
と
っ
て
自
己
の
死
は
、
ア
キ
自
身
の
死
で
あ
る
と
同

時
に
「
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
経
験
さ
れ
る
自
己
の
死
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
あ
て
は
め
た
場
合
、
列
車
内
の
会
話
で
「
ぼ
く
」
と
「
ア
キ
」

の
新
た
な
違
い
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
ア
キ
」
の
死
後
の
「
世
界
」

の
予
想
が
な
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。

ア
キ
の
死
を
「
未
知
」
な
も
の
と
し
て
「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」
に
つ
い
て

の
予
想
を
「
ぼ
く
」
が
提
示
し
な
い
の
に
対
し
て
、
ア
キ
は
「
わ
た
し
が
い
な

く
な
っ
て
も
世
界
は
あ
り
続
け
る
」
と
自
身
が
い
な
く
な
っ
た
「
世
界
」
に
つ

い
て
の
予
想
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
予
想
は
、
他
の
生
者
の
立
場
で
自
身
の

死
後
を
想
像
す
る
こ
と
で
の
み
為
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

列
車
内
の
会
話
で
、
こ
の
生
者
と
は
他
で
も
な
い
「
ぼ
く
」
で
あ
り
、
ア
キ

の
死
後
の
想
像
と
は
、「
ぼ
く
」
と
い
う
存
在
に
彼
女
自
身
を
仮
託
す
る
こ
と

で
為
さ
れ
た
死
後
の
「
世
界
」
の
擬
似
体
験
で
あ
る
。
擬
似
体
験
を
終
え
た
ア

キ
が
見
た
「
世
界
」
は
、彼
女
自
身
が
い
な
く
な
っ
て
も
有
り
続
け
る
「
世
界
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
キ
に
と
っ
て
「
世
界
」
は
自
身
の
存
在
を
超
越
し
た
も

の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」
は
ど
れ
も
「
ア
キ
」
と
結
び
付

い
て
い
る
。
こ
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
列
車
内
の
会
話
で
「
ぼ
く
」
が
使

う
「
世
界
」
に
結
び
付
く
「
ア
キ
」
は
、
す
べ
て
生
き
て
い
る
「
ア
キ
」
だ
と

い
う
こ
と
だ
。「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」
を
崩
壊
さ
せ
る
の
は
、生
き
て
い
る
「
ア

キ
」
の
崩
壊
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
キ
の
「
死
」
を
意
味
す
る
。

「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
を
考
え
る
こ
と
は
、「
ア
キ
」
を
考
え
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、「
ア
キ
」
を
考
え
る
こ
と
は
、
彼
女
の
「
死
」
を
考
え
る

こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。

　
　
　

４

「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
を
規
定
す
る
に
至
っ
た
「
ア
キ
」、
お
よ
び

彼
女
の
「
死
」
は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
掛
か

り
と
し
て
、「
ア
キ
」
と
い
う
存
在
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
を
確

認
し
た
い
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
区
分
を
設
け
た
。

　
　

①
ア
キ
の
生
前

　
　

②
ア
キ
の
死
後
―
―
a
，
葬
式
～

　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
b
，
祖
父
と
の
会
話

　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
c
，
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問

　
　
　
　
　
　
　
　

―
―
d
，
夢
島
再
訪

　
　

③
十
年
後

「
ア
キ
」
の
変
容
を
考
え
る
基
準
と
し
て
、「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
を
設
定
す

る
。
こ
れ
は
①
の
ア
キ
の
生
前
の
区
分
内
の
「
ア
キ
」
で
あ
る
。
本
節
で
は
「
ア

キ
」
の
死
後
で
あ
る
②
～
③
（
列
車
内
の
会
話
中
の
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
「
ア

キ
の
い
な
い
世
界
」
に
位
置
す
る
区
分
）
の
「
ア
キ
」
の
推
移
を
確
か
め
た
い
。

　

②
a
に
お
い
て
、
ア
キ
は
「
遺
体
」「
煙
」
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。「
火
葬
」
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に
よ
り
「
遺
体
」
は
焼
か
れ
て
「
灰
」(

骨)

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
点

で
は
「
灰
」
は
出
て
こ
な
い
。
出
て
く
る
の
は
「
煙
」
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は

火
葬
場
の
煙
を
見
て
、「
不
思
議
な
気
分
だ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
な
ぜ
「
不

思
議
な
気
分
」
に
な
る
の
か
。

　
「
煙
」
は
「
ア
キ
の
身
体
」
の
焼
滅
を
い
ち
早
く
「
ぼ
く
」
に
知
ら
せ
る
。

そ
の
「
煙
」
と
は
た
だ
の
「
煙
」
で
は
な
く
、「
世
界
で
い
ち
ば
ん
好
き
だ
っ

た
人
を
焼
い
た
煙
」
で
あ
る
。「
煙
」
は
「
ア
キ
の
身
体
」
の
焼
滅
を
象
徴
す

る
と
同
時
に
、「
世
界
で
い
ち
ば
ん
好
き
だ
っ
た
人
」
＝
「
ア
キ
」
と
い
う
存

在
の
残
り
香
を
も
有
し
て
い
る
。

「
煙
」
が
「
灰
色
の
雲
に
紛
れ
て
見
え
な
く
な
」
る
こ
と
は
、「
煙
」
の
中
に

感
じ
て
い
た
「
ア
キ
の
存
在
」
の
喪
失
、即
ち
「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
が
「
死
」

の
世
界
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
事
実
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
な
の
だ
。

④
b
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、「
遺
骨
」「
骨
」
と
い
う
言
葉
だ
ろ
う
。

第
四
章
二
節
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
好
き
だ
っ
た
人
の
骨
を
一
緒
に
見
た
あ
と
で
、
ぼ

く
た
ち
は
は
じ
め
て
キ
ス
を
し
た
ん
だ
。
な
ぜ
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
う
い

う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
自
然
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
」

　

祖
父
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、

　
「
い
い
話
だ
な
」
と
言
っ
た
。

　
「
だ
け
ど
そ
の
彼
女
も
、
い
ま
で
は
骨
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
」

こ
れ
以
前
に
も
会
話
中
で
「
ぼ
く
」
は
「
遺
骨
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。

こ
の
「
骨
」
に
至
る
ま
で
の
会
話
は
、
祖
父
が
「
ぼ
く
」
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

行
き
を
後
押
し
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
行
き
の
目
的
は
、

「
遺
骨
」
を
撒
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
の
喪
失
を
象

徴
す
る
「
骨
」
と
い
う
存
在
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面

に
お
け
る
「
骨
」
の
明
言
と
は
、「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
の
喪
失
を
自
覚
す
る

こ
と
で
あ
り
、「
骨
」
に
な
っ
た
ア
キ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
で
、「
ア
キ
」
を

死
の
世
界
に
お
さ
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
時
の
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
「
世

界
」
は
、「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」
で
あ
り
な
が
ら
、「
ア
キ
で
あ
っ
た
も
の
が

あ
る
世
界
」
で
も
あ
っ
た
。

④
c
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
時
で
は
、「
ア
キ
」
を
め
ぐ
る
「
ぼ
く
」
の

感
覚
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。

大
き
く
分
け
て
、
①
冒
頭
部(

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
出
発
す
る
場
面)

～
ア

キ
の
両
親
と
食
事
を
す
る
場
面
、
②
散
骨
場
所
に
向
か
う
ラ
ン
ド
ク
ル
ー
ザ
ー

の
中
、
③
散
骨
時
の
三
つ
の
場
面
で
の
変
化
が
大
き
い
。

ほ
ん
の
四
ヶ
月
、
季
節
が
一
つ
め
ぐ
る
あ
い
だ
の
出
来
事
だ
っ
た
。
呆

気
な
く
、
一
人
の
女
の
子
が
こ
の
世
界
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
の
は
。

六
十
億
の
人
類
か
ら
見
れ
ば
、
き
っ
と
些
細
な
こ
と
だ
。
で
も
六
十
億
の

人
類
と
い
う
場
所
に
、
ぼ
く
は
い
な
い
。
ぼ
く
が
い
る
の
は
、
た
っ
た
一

つ
の
死
が
、
あ
ら
ゆ
る
感
情
を
洗
い
流
し
て
し
ま
う
よ
う
な
場
所
だ
。
そ

う
い
う
場
所
に
ぼ
く
は
い
る
。
何
も
見
な
い
、
何
も
感
じ
な
い
ぼ
く
が
い

る
。
で
も
本
当
に
、
そ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
な
い
と
し
た
ら
、
ど

こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。

①
で
特
徴
的
な
の
は
「
ぼ
く
」
が
感
覚
を
失
く
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
何
も

見
な
い
、
何
も
感
じ
な
い
」
と
い
う
状
態
は
「
死
ん
だ
ア
キ
」
と
同
一
状
態
で

あ
る
。「
ぼ
く
」
の
感
覚
の
喪
失
と
は
「
ア
キ
の
死
」
の
体
験
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
時
点
で
「
ア
キ
」
は
確
か
に
「
死
」
に
あ
り
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
「
死
」

に
近
づ
く
こ
と
で
自
身
の
「
世
界
」
の
均
衡
を
保
っ
て
い
る
。

　

彼
女
が
逃
げ
て
い
く
。
世
界
の
果
て
の
、
さ
ら
に
、
そ
の
先
ま
で
。
追
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い
か
け
る
ぼ
く
の
足
跡
を
、
風
と
砂
が
消
し
去
っ
て
い
く
。

第
二
章
一
節
で
も
、
感
覚
を
失
っ
て
い
る
。「
世
界
の
果
て
」
か
ら
「
そ
の

ま
た
先
」
に
逃
げ
る
こ
と
と
は
「
世
界
」
の
枠
組
み
か
ら
飛
び
出
す
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
「
生
」
の
範
疇
を
越
え
る
こ
と
、す
な
わ
ち
「
死
」
な
の
だ
。「
ぼ

く
」
は
自
身
の
生
き
る
世
界
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
「
死
」
に

「
ア
キ
」
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
「
ア
キ
」
と
「
ぼ
く
」
は
同
一
の
も
の
で
は

な
い
。

第
二
章
一
節
に
「
過
去
で
も
現
在
で
も
な
い
ど
こ
か
、
生
で
も
死
で
も
な
い

ど
こ
か
に
、
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
ぼ
く
」

が
行
っ
て
い
る
「
死
」
の
体
験
は
「
死
」
に
近
づ
く
の
み
で
あ
っ
て
、
実
際
に

訪
れ
る
「
死
」
と
は
異
な
る
。
ど
ん
な
に
「
死
ん
だ
ア
キ
」
の
状
態
に
擬
似
的

に
体
験
し
て
も
、「
ぼ
く
」
は
生
き
て
い
る
。「
ぼ
く
」
は
精
神
的
な
死
へ
の
惑

溺
と
生
き
て
い
る
身
体
と
い
う
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
で
、「
死
」
と
「
生
」
を

行
き
来
し
、「
ぼ
く
」
自
身
と
「
ア
キ
」
の
存
在
を
行
き
来
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
「
自
分
が
誰
か
も
わ
か
ら
な
」
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

①
の
場
面
で
は
「
ア
キ
」
は
「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た

と
こ
ろ
お
り
、「
ぼ
く
」
は
そ
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
に
い
る
「
ア
キ
」

に
近
づ
く
こ
と
で
自
身
の
「
世
界
」
を
保
と
う
と
し
て
い
る
。

　

だ
が
「
ア
キ
」
の
存
在
は
②
の
場
面
で
転
換
す
る
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
や
っ
て
来
て
も
、
ア
キ
が
死
ん
だ
と
い
う
実
感

は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
ど
こ
か
に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
う
。
ど
こ

か
で
、
ふ
と
見
か
け
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
ま
で
の
「
ア
キ
」
が
、「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」
の
枠
組
み
か
ら
外
れ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
「
ぼ
く
」
は
自

身
が
生
き
る
「
世
界
」
の
枠
組
み
の
中
に
「
ア
キ
」
を
感
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

注
意
し
た
い
の
は
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
ア
キ
は
あ
く
ま
で
「
生
き
て
い
る
ア

キ
」
だ
と
い
う
こ
と
だ
。「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
や
っ
て
来
て
も
、
ア
キ
が

死
ん
だ
と
い
う
実
感
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。」
と
い
う
一
言
は
、
四
章
二
節
の

祖
父
と
の
会
話
で
「
こ
う
や
っ
て
で
た
ら
め
に
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
ま
わ
し
て
い
る

と
さ
、亡
く
な
っ
た
彼
女
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
」と
い
う「
ぼ
く
」

の
発
言
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
発
言
に
共
通
す
る
の
は
、
ど
ち
ら
も

発
言
の
前
に
は
「
ぼ
く
」
が
「
ア
キ
」
の
死
に
近
づ
く
よ
う
な
叙
述
が
為
さ
れ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
葬
式
後
、「
ぼ
く
」
は
「
空
っ
ぽ
」
に
な
り
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
に
出
発
し
て
か
ら「
自
分
が
誰
か
も
わ
か
ら
な
」か
っ
た
。「
ぼ
く
」

が
「
ア
キ
」
の
死
を
体
験
す
る
こ
と
は
、
擬
似
体
験
に
す
ぎ
ず
そ
の
「
死
」
を

「
ぼ
く
」
に
実
感
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
「
死
」

を
「
ぼ
く
」
に
訴
え
る
た
だ
一
つ
の
も
の
が
、
両
方
の
発
言
の
後
に
共
通
し
て

登
場
す
る
ア
キ
の
「
骨
」(

灰)

な
の
で
あ
る
。

　

③
の
場
面
に
お
い
て
登
場
す
る
「
ア
キ
」
と
は
ア
キ
の
遺
灰
で
あ
る
。

掌
に
、
ひ
ん
や
り
と
し
た
白
っ
ぽ
い
粉
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
な
ん
で
あ

る
の
か
、
ぼ
く
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
頭
で
は
理
解
で
き
て
も
、
感

情
が
そ
の
理
解
を
拒
ん
だ
。受
け
入
れ
る
と
壊
れ
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
。

凍
り
つ
い
た
花
び
ら
を
指
先
で
弾
く
よ
う
に
し
て
、
心
が
粉
々
に
砕
け
て

し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
。

「
さ
よ
な
ら
、
ア
キ
」
母
親
の
声
が
し
た
。

白
い
灰
の
よ
う
な
も
の
が
、
両
親
の
手
か
ら
放
た
れ
た
。
そ
れ
は
風
に

乗
っ
て
飛
び
散
り
、
赤
い
砂
漠
に
散
ら
ば
っ
た
。
ア
キ
の
母
親
は
泣
い
て

い
た
。
父
親
が
彼
女
の
肩
を
抱
き
、
二
人
は
も
と
来
た
道
を
、
ゆ
っ
く
り

引
き
返
し
は
じ
め
た
。
ぼ
く
は
動
け
な
か
っ
た
。
赤
い
砂
の
大
地
に
飛
ん
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で
い
っ
た
も
の
を
、
ま
る
で
自
分
の
か
け
ら
の
よ
う
に
感
じ
た
。
も
う
二

度
と
広
い
集
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ぼ
く
自
身
の
よ
う
に
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
ぼ
く
」
は
遺
灰
を
「
ま
る
で
自
分
の
か
け
ら
」
の
よ

う
に
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
「
ぼ
く
」
は
、「
ア
キ
」
の
「
死
」

の
立
場
に
近
づ
く
こ
と
で
そ
の
「
死
」
を
体
験
す
る
ば
か
り
で
、「
ぼ
く
」
自

身
の
生
に
よ
り
添
っ
て
「
ア
キ
」
の
死
を
体
験
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
こ
こ
で
生
き
て
い
る
「
ぼ
く
」
は
そ
の
手
で
、
遺
灰
に
触
れ
て
い
る
。
生

き
て
い
る
「
ぼ
く
」
と
死
ん
で
い
る
「
ア
キ
」
が
初
め
て
触
れ
あ
う
瞬
間
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、「
ぼ
く
」
は
自
身
の
生
に
寄
り
添
い
な
が
ら
「
ア
キ
」

の
死
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
自
分
の
か
け
ら
」
と
は
、「
ア
キ
」
の

死
を
擬
似
体
験
し
て
き
た
自
分
自
身
を
「
ア
キ
」
の
遺
灰
に
投
影
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
。「
ア
キ
」
の
死
を
経
験
す
る
「
ぼ
く
」
自
身
と
最
愛
の
「
ア
キ
」

の
遺
灰
が
散
り
散
り
に
な
る
こ
と
で
、「
ぼ
く
」
は
「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
が

す
で
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
実
感
す
る
。
こ
の
時
点
で
、「
ぼ
く
」
の
世
界
を

規
定
し
た
「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
は
完
璧
に
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
②
d
の
帰
国
後
の
夢
島
再
訪
で
は
「
ア
キ
」
と
「
世
界
」
は
ど
の

よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。

ぼ
く
は
学
校
へ
の
行
き
帰
り
、
あ
る
い
は
退
屈
な
授
業
の
合
間
に
、
何

度
と
な
く
空
を
見
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
き
に
は
長
い
時
間
、
ぼ
ん

や
り
空
を
眺
め
て
過
ご
し
た
。
そ
し
て
「
あ
そ
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
」

と
考
え
た
。
冷
た
い
冬
の
光
の
名
残
り
に
も
、
春
の
柔
ら
か
な
日
差
し
に

も
、
空
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
す
べ
て
の
な
か
に
、
ア
キ
の
存
在
が
感
じ

取
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。〈
中
略
〉

「
彼
女
は
死
ん
だ
。
身
体
は
焼
か
れ
て
骨
に
な
っ
た
。
そ
の
骨
を
、
ぼ
く

は
こ
の
手
で
、
赤
い
砂
漠
に
撒
い
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
は

い
る
ん
だ
よ
。
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
錯
覚
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
。
ど
う

し
よ
う
も
な
い
感
覚
な
ん
だ
。
夢
の
な
か
で
自
分
が
空
を
飛
ん
で
い
る
こ

と
を
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
、
彼
女
が
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
。
た

と
え
証
明
で
き
な
く
て
も
、
彼
女
が
い
る
と
感
じ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な

ん
だ
」

話
し
終
え
る
と
、
大
き
は
痛
ま
し
げ
に
こ
っ
ち
を
見
て
い
た
。

「
ぼ
く
は
夢
で
も
見
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
散
骨
で
「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
が
否
定
さ
れ
た
に
も

関
わ
ら
ず
、「
ぼ
く
」
は
自
身
が
生
き
る
「
世
界
」
に
「
ア
キ
」
を
感
じ
て
い
る
。

夢
島
再
訪
時
は
「
ア
キ
の
い
な
い
世
界
」
に
も
関
わ
ら
ず
、「
ア
キ
」
の
存
在

を
感
じ
取
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
」
の
困
惑
は
大
木
に
「
夢
で
も
見
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か

け
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
そ
の
困
惑
の
理
由
は
、「
ア
キ
」は
死
ん
だ
の
に「
ア

キ
が
感
じ
取
れ
る
」
自
身
の
「
世
界
」
の
あ
り
方
に
、
ね
じ
れ
を
感
じ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
夢
島
再
訪
時
の
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、「
死
」
と
は
「
彼
女
は

死
ん
だ
。
身
体
は
焼
か
れ
て
骨
に
な
っ
た
。
そ
の
骨
を
、
ぼ
く
は
こ
の
手
で
、

赤
い
砂
漠
に
撒
い
て
き
た
。」
と
い
う
発
言
か
ら
、
身
体
の
喪
失
と
捉
え
て
い

た
こ
と
わ
か
る
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
彼
女
が
い
る
」
感
覚
は
、
列
車
内
の
会
話
の
「
世

界
」
を
規
定
し
た
「
ア
キ
」
の
存
在
基
準
を
揺
ら
が
す
も
の
だ
。
こ
の
「
ぼ
く
」

の
感
覚
に
つ
い
て
は
、『
謎
解
き
『
世
界
の
中
心
で
、
愛
を
さ
け
ぶ
』』
に
お
い

て
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
ア
キ
の
い
な
い
世
界
に
は
自
分
の
居
場
所
も
な
い
と
感
じ

て
い
た
朔
太
郎
で
し
た
が
、
こ
こ
で
は
存
在
の
因
果
の
先
後
関
係
が
逆
転
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し
て
、
自
分
の
い
る
と
こ
ろ
に
は
ど
こ
に
で
も
ア
キ
が
い
る
と
感
じ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
ア
キ
は
、
夢
島
の
よ
う
な
特
権
的
な
一
箇
所
に
点
在
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
日
常
の
世
界
の
中
に
遍
在
し
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

こ
の
指
摘
の
通
り
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
ア
キ
」
の
存
在
は
、
身
体
に
限

定
さ
れ
ず
に
ど
こ
に
で
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
」
は
こ
の
と
き
「
ア
キ

が
い
る
世
界
」
で
も
「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」
で
も
な
い
、「
実
体
の
な
い
ア

キ
が
い
る
世
界
」へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、そ
の
新
し
い「
世
界
」

に
い
る「
ア
キ
」は
、「
ぼ
く
」を
困
惑
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、そ
れ
が
な
に
か「
ぼ

く
」
は
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
で
は
「
実
体
の
な
い
ア
キ
が
い
る
世
界
」
に
至
っ
た
後
、十
年
後
の
「
ぼ

く
」
は
ど
の
よ
う
な
「
世
界
」
に
い
て
、「
ア
キ
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
る
の
か
。

十
年
後
を
描
い
て
い
る
第
五
章
で
、「
ぼ
く
」
は
ア
キ
と
過
ご
し
た
日
々
を

と
て
も
遠
い
も
の
感
じ
て
い
る
。「
世
界
」
を
規
定
し
て
い
た
は
ず
の
「
ア
キ
」

は
「
時
間
を
超
え
」
て
、「
遠
い
世
界
」
の
人
と
な
り
、「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」

を
規
定
す
る
基
準
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
遠
い
世
界
」
の
ア
キ

は
そ
の
後
「
ぼ
く
」
の
な
か
に
甦
る
。

そ
の
と
き
胸
の
奥
底
に
、
ハ
リ
で
つ
つ
い
た
ほ
ど
の
小
さ
な
穴
が
あ
い

た
。
そ
れ
は
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
、
一
瞬
に
し
て
す
べ
て
を
呑
み

込
ん
で
し
ま
っ
た
。
ま
わ
り
の
風
景
も
、
二
人
の
あ
い
だ
を
流
れ
た
時
間

も
。あ
れ
ほ
ど
遠
い
と
思
っ
て
い
た
過
去
に
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、

不
意
に
ア
キ
の
声
が
甦
っ
た
。〈
中
略
〉

耳
の
す
ぐ
そ
ば
で
、
彼
女
は
喋
っ
て
い
た
。
懐
か
し
い
、
あ
の
は
に
か

む
よ
う
な
声
で
。
や
さ
し
い
心
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ア
キ
と
い

う
一
人
の
人
間
の
な
か
に
包
み
込
ま
れ
て
い
た
美
し
い
も
の
、善
い
も
の
、

繊
細
な
も
の
は
、
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
夜
の
雪
原
を
走

る
列
車
の
よ
う
に
、
明
る
く
光
る
星
の
下
を
、
い
ま
も
走
り
つ
づ
け
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
ど
こ
へ
も
行
方
を
定
め
ず
に
。
こ
の
世
界
の
基
準
で
は

測
れ
な
い
方
位
に
沿
っ
て
。

「
ぼ
く
」
は
時
を
超
え
て
「
耳
の
す
ぐ
そ
ば
」
に
彼
女
の
存
在
を
感
じ
と
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、大
沢
正
善
氏
（「『
世
界
の
中
心
で
、愛
を
さ
け
ぶ
』
論
」『
岐

阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
』
二
十
六
号
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）
は
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。

サ
ク
は
恐
ら
く
、
ア
キ
を
忘
れ
ず
に
、
逆
に
し
が
み
つ
か
ず
、
そ
の
狭

間
を
彷
徨
し
て
き
た
が
、
思
い
出
を
風
化
さ
せ
た
こ
と
を
自
責
し
な
く
て

も
、
ア
キ
の
心
は
「
ふ
と
」
し
た
時
に
、「
な
く
し
た
と
き
よ
り
も
か
え
っ

て
新
し
く
み
え
た
り
す
る
よ
う
に
訪
れ
て
く
る
の
だ
。

　

ア
キ
の
死
の
直
後
の
「
ぼ
く
」
は
、「
ア
キ
」
を
「
世
界
」
の
基
準
と
し
て
、

そ
れ
に
と
ら
わ
れ
て
生
き
た
。
し
か
し
大
沢
氏
は
、
十
年
後
、「
ぼ
く
」
は
「
ア

キ
」
を
基
準
と
し
た
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
自
身
に
強
要
し
な
く
て
よ
い
こ
と

に
気
づ
い
て
い
る
と
い
う
。
ア
キ
は
「
ふ
と
」
し
た
瞬
間
に
「
ぼ
く
」
が
い
る

世
界
に
舞
い
戻
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
り
、「
世
界
」
の
基
準
と
し
て
あ

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
気
づ
い
た
の
は
十
年
間
肌
身
離
さ
ず
持
っ
て
い
た

「
遺
灰
」
で
は
な
く
、
か
つ
て
二
人
が
通
っ
た
学
校
を
目
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
は
彼
女
の
遺
灰
が
、「
生
き
て
い
る
ア
キ
」
を
「
ぼ
く
」
に
思
い
出
さ
せ

る
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
五
章
で
特
徴
的
な
の
は
「
世
界
の
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
」
に
い
る
と
さ
れ

る
「
ア
キ
」
で
あ
る
。

　
「
ぼ
く
」
が
「
世
界
」
に
つ
い
て
考
え
始
め
た
き
っ
か
け
は
列
車
内
の
「
ア
キ
」
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と
の
会
話
だ
っ
た
。
あ
の
会
話
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、「
ぼ
く
」
は
自
分
が
「
ア

キ
が
い
る
世
界
」に
し
か
い
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」

で
「
ア
キ
」
の
死
を
考
え
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
世
界
」

の
始
ま
り
に
「
ア
キ
」
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

で
は
、「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
の
「
世
界
」
の
終
わ
り
と
は
何
か
。

「
世
界
」
と
は
、
列
車
内
の
会
話
を
き
っ
か
け
に
そ
の
存
在
に
気
づ
き
、
思

索
を
行
わ
な
く
て
は
存
在
し
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、「
世
界
」

の
終
わ
り
と
は
そ
の
思
索
を
終
え
る
時
で
あ
り
、「
死
」
を
擬
似
的
に
で
は
な

く
そ
の
ま
ま
に
経
験
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

「
世
界
の
は
じ
ま
り
と
終
わ
り
」
に
い
る
と
さ
れ
る
「
ア
キ
」
と
は
、「
ぼ
く
」

の
人
生
の
根
幹
を
決
定
す
る
「
き
っ
か
け
」
で
あ
り
、
そ
の
人
生
の
終
着
点
と

形
を
同
じ
く
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
、「
ア
キ
」
が
変
容
し
な
が
ら
、
物
質
と
し
て
で
は

な
く
、
身
体
を
超
え
た
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。

こ
の
「
ア
キ
」
の
変
容
と
と
も
に
、「
ぼ
く
」
の
内
面
に
は
成
長
が
見
ら
れ
る
。

「
ぼ
く
」の「
世
界
」に
お
け
る「
ア
キ
」の
存
在
の
変
容
を
可
能
と
さ
せ
た
の
は
、

「
ぼ
く
」
の
精
神
の
成
熟
で
あ
ろ
う
。
そ
の
成
熟
と
は
、「
ア
キ
」
の
死
を
き
っ

か
け
と
し
て
「
世
界
」
を
思
索
し
た
結
果
で
あ
る
。

　　
　
　

５

　

本
節
で
は(

D)

地
点
に
お
け
る
手
記
の
作
者
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
描
か
れ
る
「
ぼ
く
」
と
の
違
い
を
考
察
し
た
い
。

　

そ
の
違
い
と
し
て
、第
五
章
に
お
け
る
散
骨
の
経
験
の
有
無
が
挙
げ
ら
れ
る
。

散
骨
を
経
験
し
て
い
る
の
は
、
第
五
章
に
お
け
る
「
ぼ
く
」、(

D)

地
点
に
い

る
「
手
記
」
の
作
者
の
「
ぼ
く
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
章
に

お
け
る
「
ぼ
く
」
は
第
五
章
の
散
骨
時
点
現
在
進
行
形
で
経
験
し
て
い
る
と
言

え
る
。
そ
の
た
め
、
ア
キ
の
遺
灰
の
散
骨
を
済
ま
せ
た
後
に
い
る
の
は
、(

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
ア
キ
」

の
物
質
的
存
在
が
消
え
た
地
点
に
い
る
の
は
、(

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
だ
け
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、「
ア
キ
」
が
全
く
存
在
し
な
い
地
点
か
ら
、
過
去
の
体
験
を
「
手

記
」
と
し
て
つ
づ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。

　

鈴
木
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
出
し
て
い
る
。

ア
キ
の
死
か
ら
十
年
を
経
た
後
に
、
な
ぜ
朔
太
郎
は
十
年
も
前
の
過
去

の
ア
キ
の
思
い
出
を
書
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

朔
太
郎
は
ア
キ
の
死
か
ら
十
年
を
経
て
新
た
な
女
性
と
出
会
い
、
そ
の
女

性
と
の
恋
愛
＝
人
生
へ
と
突
き
進
ん
で
い
く
た
め
に
、
自
ら
の
過
去
の
壮

絶
な
体
験
を
回
想
し
、
そ
れ
を
書
き
記
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ア
キ
と
の
恋
愛
と
死
を
体
験
し
た
こ
と
の
意
味
を
内
面
化

し
な
け
れ
ば
、
二
〇
代
後
半
に
な
っ
た
朔
太
郎
は
、
新
た
な
生
の
場
所
へ

と
進
み
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。

鈴
木
氏
は
手
記
を
書
き
記
し
た
の
は
第
五
章
に
お
い
て
登
場
し
た
「
女
」
と

「
新
し
い
生
の
場
所
へ
と
進
み
出
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
ぼ
く
」

が
「
ア
キ
」
の
死
に
よ
っ
て
体
験
し
た
こ
と
を
内
面
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
。こ

こ
で
問
題
と
な
る
の
が
十
年
後
の
女
性
の
存
在
で
あ
る
。
十
年
後
の
「
ぼ

く
」
が
女
性
に
対
し
て
「
祖
父
」
の
話
を
し
て
い
る
こ
と
、
共
に
故
郷
を
訪
れ

て
い
る
と
い
う
事
実
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、「
ぼ
く
」
と
女
性
は
非
常
に
親
し
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い
関
係
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
女
性
を
「
若
い
女
」
と
表
現
す
る
箇
所
、
登
り
棒
に
挑
戦
す

る
「
女
」
を
ア
キ
の
存
在
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
す
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
な

ど
、
不
可
解
な
点
が
あ
る
。

鈴
木
氏
が
言
う
よ
う
に
、「
女
」
と
共
に
歩
む
た
め
の
儀
式
と
し
て
「
ア
キ
」

の
存
在
の
内
面
化
を
望
ん
だ
な
ら
ば
、
十
年
後
の
女
性
は
よ
り
好
意
的
に
書
か

れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
女
性
は
、
あ
え
て
淡
白
な
叙
述
で
書
か
れ
る

の
か
。

本
作
は（
D
）地
点
に
い
る「
ぼ
く
」に
よ
る
手
記
で
あ
る
。
こ
の
手
記
は「
ア

キ
」
と
「
ア
キ
」
の
死
に
よ
っ
て
変
化
し
た
「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
書
く
こ
と
を

主
目
的
と
し
て
い
る
。「
ぼ
く
」
の
変
化
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
る
と
、
十
年

後
の
女
性
と
の
出
会
い
が
、「
ア
キ
」
を
亡
く
し
た
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
大

き
な
転
機
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。「
ぼ
く
」
の
人
生

に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
得
た
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
で
は
そ
の
性
質
が
隠
さ

れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

後
年
に
お
い
て
、「
ぼ
く
」
の
大
切
な
人
と
な
り
え
た
人
間
を
あ
え
て
登
場

さ
せ
、
そ
の
存
在
が
持
つ
価
値
を
隠
す
こ
と
は
、
間
接
的
に
「
ア
キ
」
の
存
在

価
値
を
高
め
る
効
果
が
あ
る
。
同
時
に
、（
D
）
地
点
の
「
ぼ
く
」
は
こ
の
よ

う
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
ま
で
に
成
熟
を
果
た
し
て
い
た
。

で
は
、「
ア
キ
と
の
恋
愛
と
死
を
体
験
し
た
こ
と
の
意
味
を
内
面
化
」
と
い

う
点
に
関
し
て
は
ど
う
か
。

手
記
と
し
て
の
性
質
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
一
章
六
節
の(

D)

地
点
の
「
ぼ

く
」
の
叙
述
の
直
後
に
は
、「
母
か
ら
聞
い
た
話
で
は
、
祖
父
の
会
社
は
高
度

経
済
成
長
の
波
に
乗
っ
て
順
調
に
成
長
し
、
祖
父
た
ち
一
家
は
傍
目
に
も
裕
福

な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
と
い
う
」
よ
う
に
伝
聞
に
よ
る
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
叙
述
か
ら (

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
は
読
者
を
意
識
し
て
い
た
と
す
る
方

が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

 (

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」
が
書
い
た
「
手
記
」
と
は
、「
内
面
化
」
と
い
う
個

人
的
な
行
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
の
存
在
へ
の
発
信
が
読
み
取

れ
る
。

　

こ
こ
で
『
D
N
A
に
負
け
な
い
心
』
の
一
節
を
引
用
し
た
い
。

美
し
い
と
い
う
感
覚
は
制
御
し
え
な
い
世
界
か
ら
や
っ
て
来
る
。
制
御

し
よ
う
と
し
た
途
端
に
、そ
れ
は
消
え
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
「
美
し
い
」

と
は
、
こ
の
世
界
を
他
者
に
供
す
る
と
き
、
は
じ
め
て
自
己
に
訪
れ
る
感

覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
目
の
前
に
あ
る
食
べ
物
を
、
大
切
な
人
に
そ
っ
と
差

し
出
し
た
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
は
じ
め
て
「
お
い
し
い
」
と
い
う
感
覚

を
手
に
入
れ
た
。
一
つ
の
食
べ
物
が
、
制
御
す
べ
き
対
象
物
か
ら
超
出
し

て
他
者
へ
と
供
さ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
味
覚
を
超
え
る
「
お
い
し
い
」

感
覚
を
手
に
入
れ
た
。
同
じ
よ
う
に
凡
百
の
風
景
の
な
か
に
、
他
者
へ
差

し
出
す
に
た
る
意
味
や
価
値
を
見
い
だ
し
た
と
き
、私
た
ち
は
そ
れ
を「
美

し
い
」
と
感
じ
る
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
、
世
界
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
他
者
と

一
つ
の
世
界
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
世
界
は
美

し
く
な
い
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
い
。
美
し
い
も
の
は
所
有
で
き
な
い
。

た
だ
享
受
す
る
こ
と
だ
け
が
で
き
る
。

　

こ
の
小
説
の
「
ぼ
く
」
と
「
ア
キ
」
の
関
係
と
は
、「
ぼ
く
」
の
人
生
の
源

に
あ
る
、「
ぼ
く
」
の
「
世
界
」
を
形
作
る
も
の
で
あ
る
。(

D)

地
点
に
お
け

る
手
記
の
作
者
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、
自
身
の
人
生
に
お
い
て
も
っ
と
も
根
源

的
な
「
ア
キ
」
の
存
在
を
他
者
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
記
の
形
態
へ
変
化

さ
せ
る
こ
と
で
、
他
者
と
の
共
有
を
図
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
最
も
大
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切
な
思
い
出
で
あ
る
「
ア
キ
」
と
の
日
々
、
お
よ
び
そ
の
「
死
」
を
乗
り
越
え

て
い
っ
た
「
ぼ
く
」
の
日
々
を
他
者
と
共
有
す
る
こ
と
で
、
そ
の
経
験
を
「
美

し
い
」
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
え
る
。

物
語
の
ラ
ス
ト
に
「
ぼ
く
」
は
「
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
、
肌
身
離
さ
ず
持
っ

て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
」
遺
灰
を
撒
く
。
こ
れ
は
「
ア
キ
」
が
物
質
と
し
て
も

存
在
し
な
い
地
点
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
所
有
」
す

る
と
い
う
こ
と
か
ら
の
脱
却
と
も
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
『
D
N
A
に
負
け
な

い
心
』
に
お
い
て
、
片
山
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

所
有
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
空
虚
で
あ
る
。
生
の
充
実
は
享
受
の
な
か

に
し
か
な
い
。
資
本
主
義
に
鍛
え
ら
れ
て
、
私
た
ち
は
所
有
す
る
こ
と
に

長
け
て
き
た
が
、
享
受
す
る
こ
と
に
か
ん
し
て
は
、
ま
だ
ま
だ
未
熟
で
あ

る
。

遺
灰
を
「
所
有
」
し
て
い
て
も
ア
キ
の
存
在
を
ぼ
く
に
思
い
出
さ
せ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
片
山
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、「
所
有
」
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
ア
キ
の
存
在
は
時
間
と
と
も
に
空
虚
な
も
の
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
っ

た
。
第
五
章
で「
ぼ
く
」が「
ア
キ
」の
存
在
を
発
見
す
る
の
は
、自
ら
が「
所
有
」

し
て
い
な
い
も
の
に
対
し
て
で
あ
る
。
第
五
章
の
散
骨
は
、「
ア
キ
」
の
存
在

か
ら
の
解
放
と
い
う
よ
り
も
、「
ぼ
く
」
自
身
を
「
所
有
」
の
概
念
か
ら
解
き
放
っ

た
も
の
と
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
所
有
」
か
ら
の
解
放
を
作
中
で
唯
一
経
験
し
た (

D)

地
点
の
「
ぼ
く
」

が
行
う
手
記
の
執
筆
と
は
、
女
の
こ
と
を
思
っ
て
ア
キ
の
存
在
と
自
身
の
人
生

を
内
面
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、「
所
有
」か
ら
解
放
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る「
美

し
い
も
の
」
と
し
て
の
ア
キ
と
の
日
々
を
他
者
に
供
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た

か
。
片
山
の
『
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
負
け
な
い
心
』
の
言
葉
を
さ
ら
に
続
け
る
。

　

所
有
は「
群
れ
」の
行
動
様
式
で
あ
り
、享
受
し
う
る
の
は「
個
」で
あ
る
。

「
群
れ
」
の
な
か
で
全
人
格
的
な
力
を
分
解
さ
れ
た
私
た
ち
は
、
生
の
不

全
感
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
所
有
に
向
か
う
。
そ
れ
に
対
し
て
全
人
格

的
な
力
と
と
も
に
あ
る「
個
」は
、所
有
を
超
え
て
自
己
の
生
を
享
受
す
る
。

(

D)

地
点
の
ぼ
く
は
、
遺
灰
の
「
所
有
」
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
「
個
」

の
行
動
様
式
を
発
見
し
た
。
そ
の
発
見
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
の
が「
手
記
」

を
書
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
手
記
を
書
く
こ
と
は
、「
ぼ
く
」
自
身
の
生
を
見
つ

め
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
が
生
き
た
人
生
の
中
の
「
ぼ
く
」
を
他
者

と
す
る
こ
と
で
、「
自
己
の
生
を
享
受
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　
　

６

　
『
世
界
の
中
心
で
、愛
を
さ
け
ぶ
』の
時
間
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。「
手
記
」

と
し
て
の
性
質
を
も
ち
な
が
ら
も
、「
手
記
」
内
部
に
描
か
れ
て
い
る
過
去
の

出
来
事
は
完
全
な
過
去
と
し
て
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
語
り
手
が
エ
ピ
ソ
ー
ド

の
現
在
に
寄
り
添
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ご
と
に
現
在

を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
語
り
は
「
自
己
」
の
生
を
見
つ
め
直
す
に

あ
た
っ
て
、「
ぼ
く
」
が
行
っ
た
自
身
の
「
生
」
の
再
体
験
の
軌
跡
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
。

「
ぼ
く
」は
手
記
の
中
で
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
訪
問
地
点
の「
ぼ
く
」と
し
て「
ア

キ
が
い
る
世
界
」
か
ら
「
ア
キ
が
い
な
い
世
界
」、「
実
体
の
な
い
ア
キ
が
い
る

世
界
」ま
で
の
変
遷
を
再
体
験
す
る
。こ
れ
は
ま
さ
し
く
、「
ぼ
く
」が
行
っ
た「
世

界
」
と
「
ア
キ
」
の
存
在
に
つ
い
て
の
思
索
を
見
つ
め
直
す
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
の
み
を
目
的
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
作
に
「
手
記
」
と
し
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て
の
性
質
を
持
た
せ
な
く
と
も
よ
い
。
そ
の
性
質
を
提
示
し
た
真
意
と
は
、
他

者
へ
本
作
を
供
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
他
者
と
の
共
有
の
可
能
性

を
示
す
こ
と
で
、「
ア
キ
の
い
な
い
世
界
」
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
中
の
「
ア
キ
」

に
ま
つ
わ
る
思
索
は
、「
ぼ
く
」
を
超
え
て
「
美
し
い
も
の
」
へ
と
昇
華
す
る
。

つ
ま
り
、
本
作
の
構
造
の
根
底
に
、「
ぼ
く
」
自
身
の
体
験
を
他
者
と
共
有
す

る
意
志
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
昇
華
の
構
造
は
、『
D
N
A

に
負
け
な
い
心
』
に
記
さ
れ
て
い
る
片
山
の
現
代
社
会
へ
の
批
判
に
裏
打
ち
さ

れ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
片
山
自
身
が
時
代
に
向
き
合
い
、
そ
の
理
念
を

投
影
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
人
々
の
心
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ぼ
く
を
手
記
と
し
て
記
録
す
る
こ
と
が
自
身
の
成
長
と
「
美
し
い
も

の
」
へ
の
昇
華
の
軌
跡
と
な
っ
た
。
こ
の
「
美
し
い
も
の
」
へ
人
々
は
激
し
く

反
応
し
た
の
で
あ
る
。
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