
は
じ
め
に

文
学
作
品
は
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
す
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
読

者
の
読
書
行
為
が
な
け
れ
ば
、
文
学
作
品
も
作
品
と
し
て
は
意
味
が
な
い
。〈
近

代
小
説
〉
を
研
究
対
象
と
し
て
論
じ
る
時
、
如
何
な
る
角
度
か
ら
論
じ
よ
う
と

し
て
も
、
作
品
の
〈
読
み
〉
を
ベ
ー
ス
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
筆
者
は
考

え
る
。
さ
ら
に
〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
た
め
に
は
、〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
と

は
何
か
、
そ
れ
を
如
何
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
説
明
す
る
〈
読
み
〉

の
原
理
論
と
方
法
論
が
必
要
だ
と
考
え
る
。〈
読
み
〉
の
方
法
論
と
原
理
論
は

〈
読
み
〉
の
準
拠
枠
で
あ
る
が
、〈
読
み
〉
の
準
拠
枠
と
は
、
唯
一
の
正
解
へ
と

導
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
、
自
分
の
読
み
を
相
対
化
さ
せ
続
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
よ
り
深
い
〈
読
み
〉
を
目
指
さ
せ
る
も
の
だ
と
考
え
る
。

本
論
は
、
近
代
文
学
研
究
者
田
中
実
が
提
起
し
た
〈
第
三
項
〉
論
が
そ
の
よ
う

な
〈
読
み
〉
の
準
拠
枠
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
を
、『
高
瀬
舟
』
の
研
究
史
分

析
を
通
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
果
た
し
て
、〈
第
三
項
〉
論
が
〈
読
み
〉
の

原
理
論
・
方
法
論
足
り
得
る
の
か
、
で
あ
る
。
本
論
を
通
し
て
、〈
読
み
〉
の

原
理
論
と
方
法
論
が
如
何
に
読
み
の
深
浅
を
左
右
す
る
か
が
見
え
て
く
る
筈
で

あ
る
。

田
中
は
〈
近
代
小
説
〉
の
「
本
流
」
と
〈
近
代
小
説
〉
の
「
神
髄
」
を
分
け
、

前
者
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
の
中
に
あ
り
、
後
者
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
踏
ま
え

つ
つ
、〈
了
解
不
能
〉
の
領
域
と
対
峙
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
田
中
の
考
え
る

（
１
）
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〈
近
代
小
説
〉
の
「
神
髄
」
を
読
み
取
る
た
め
の
原
理
は
、
読
書
主
体
と
客
体

の
文
学
作
品
の
二
項
の
相
関
で
作
品
を
読
む
の
で
は
な
い
。
読
書
主
体
と
客
体

の
文
章
と
の
相
関
関
係
の
二
元
論
で
は
な
く
、
客
体
の
文
章
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
は
永
遠
に
捉
え
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
田
中
は
、
こ
の
客
体

そ
の
も
の
＝
〈
第
三
項
〉
と
い
う
概
念
を
〈
第
三
項
〉
と
呼
び
、〈
第
三
項
〉

を
〈
読
み
〉
原
理
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
本
論
を
通
し
て
、
永
遠
に
捉
え
ら
れ

な
い
も
の
を
何
故
概
念
化
す
る
必
要
が
あ
り
、
文
学
研
究
に
お
い
て
何
故
そ
の

概
念
が
必
要
で
あ
る
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
以
下
、
本
論
は
、
田
中
の
『
高
瀬

舟
』
論
分
析
、
田
中
論
と
〈
第
三
項
〉
論
に
お
け
る
相
関
の
分
析
、
田
中
論
以

外
の
三
種
類
の
『
高
瀬
舟
』
論
分
析
と
考
察
を
進
め
て
い
く
。

一
、『
高
瀬
舟
』
の
プ
ロ
ッ
ト
／
『
高
瀬
舟
縁
起
』
の
捉
え
方

田
中
は
森
鷗
外
の
『
高
瀬
舟
』
に
つ
い
て
、『
高
瀬
舟
』
の
話
の
ス
ト
ー
リ
ー

を
構
成
す
る
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
を
読
ん
で
も
、『
高
瀬
舟
』
の
向
か
お
う
と
す
る

核
心
は
掴
め
な
い
と
指
摘
す
る
。
で
は
、『
高
瀬
舟
』
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
プ
ロ
ッ

ト
の
下
に
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
如
何
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

か
を
見
る
た
め
に
、
ま
ず
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
が
い
か
な
る
も
の
か
を
押
さ
え
て
お

こ
う
。

本
作
品
は
三
人
称
の
〈
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
罫
線
で
四
つ
の
ブ

ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
①
は
お
話
が
始
ま
る
前
の
物
語
背
景
の
紹
介
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉

は
、「
高
瀬
舟
」
の
役
割
が
徳
川
時
代
に
遠
島
へ
送
ら
れ
る
京
都
の
罪
人
を
乗

せ
る
た
め
で
あ
る
こ
と
、「
高
瀬
舟
」
に
乗
せ
ら
れ
る
「
罪
人
」
の
過
半
が
「
獰

猛
な
人
物
」
で
は
な
く
、「
心
得
違
い
の
た
め
に
、
想
わ
ぬ
科
を
犯
し
た
人
で

あ
つ
た
」
こ
と
を
紹
介
し
、
同
心
た
ち
が
「
高
瀬
舟
」
で
聞
か
さ
れ
る
「
罪
人
」

と
親
族
の
夜
通
し
の
悲
し
い
会
話
が
「
所
詮
町
奉
行
の
白
洲
で
、
表
向
き
の
口

供
を
聞
い
た
り
、
役
所
の
机
の
上
で
、
口
書
を
読
ん
だ
り
す
る
役
人
の
夢
に
も

窺
う
こ
と
の
で
き
ぬ
境
遇
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
②
か
ら
本
筋
に
入
り
、
同
心
庄
兵
衛
は
、
護
送
さ
れ
る
三
十
歳
く

ら
い
に
な
る
罪
人
喜
助
が
今
ま
で
見
て
き
た
罪
人
の
「
目
も
当
て
ら
れ
ぬ
気
の

毒
な
様
子
」
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、「
い
か
に
も
楽
し
そ
う
」
で
あ
る
こ
と

を
、
不
思
議
に
思
う
様
子
が
語
ら
れ
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
③
で
は
、
喜
助
の
様
子
を
見
て
、
庄
兵
衛
は
「
島
へ
往
く
の
を
苦

に
し
て
は
ゐ
な
い
や
う
だ
。
一
体
お
前
は
ど
う
思
つ
て
ゐ
る
の
だ
い
」
と
喜
助

に
尋
ね
る
。
喜
助
は
「
世
間
で
楽
を
し
て
ゐ
た
人
」
に
と
っ
て
は
島
に
行
く
の

が
悲
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
が
京
都
で
今
ま
で
体
験
し
た
苦
し
み
は
ど

こ
へ
行
っ
て
も
な
い
だ
ろ
う
と
言
い
、
牢
に
入
っ
て
か
ら
仕
事
を
せ
ず
に
食
べ

さ
せ
て
も
ら
い
、
そ
の
上
、
牢
を
出
る
時
に
お
上
か
ら
二
百
文
を
戴
い
た
。
お

金
を
自
分
の
物
と
し
て
持
つ
こ
と
は
、
生
ま
れ
て
初
め
て
だ
と
語
る
。
喜
助
の

話
を
聞
い
た
庄
兵
衛
は
自
分
の
身
の
上
と
比
較
し
、
家
族
七
人
の
生
活
で
精
一

杯
の
自
分
が
喜
助
と
「
い
か
に
桁
を
違
え
て
見
て
も
、
こ
こ
に
彼
と
我
と
の
間

に
、
大
い
な
る
懸
隔
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
」
の
で
あ
る
。
庄
兵
衛
に
と
っ
て

「
不
思
議
な
の
は
喜
助
の
慾
の
な
い
こ
と
、
足
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
。
庄
兵
衛
は
「
喜
助
の
頭
か
ら
毫
光
が
さ
す
や
う
に
思
つ
た
」。

ブ
ロ
ッ
ク
④
で
は
、
庄
兵
衛
か
ら
弟
を
殺
し
た
わ
け
を
聞
か
れ
た
喜
助
が
、

直
接
話
法
で
、
自
分
と
弟
の
生
い
立
ち
や
弟
を
殺
し
た
経
緯
を
語
る
。
庄
兵
衛

は
喜
助
の
話
を
聞
い
て
、
重
い
病
気
の
弟
が
、
少
し
で
も
兄
を
楽
に
さ
せ
た
い

と
思
っ
て
自
殺
を
図
る
が
、
死
に
き
れ
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
弟
を
「
苦

か
ら
救
つ
て
遣
ら
う
と
思
つ
て
命
を
絶
つ
た
」
こ
と
が
「
罪
」
で
あ
る
か
と
い
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う
疑
い
が
生
じ
る
。「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
ふ
外
な
い
と
云
ふ
念
が
生
じ
た
」

が
、
庄
兵
衛
は
「
腑
に
落
ち
ぬ
も
の
が
残
つ
て
ゐ
る
の
で
」、「
奉
行
様
に
聞
い

て
見
た
く
て
な
ら
な
か
つ
た
」。
そ
し
て
「
沈
黙
の
人
二
人
を
載
せ
た
高
瀬
舟

は
、
黒
い
水
の
面
を
す
べ
つ
て
行
つ
た
」
と
い
う
最
後
の
一
行
で
、
物
語
は
閉

じ
ら
れ
る
。

本
作
品
に
は
、『
高
瀬
舟
縁
起
』
が
付
さ
れ
て
お
り
、
鷗
外
は
作
品
の
種
本

と
な
る
『
翁
草
』
の
中
の
「
流
人
の
話
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
或

る
と
き
此
舟
に
載
せ
ら
れ
た
兄
弟
殺
し
の
科
を
犯
し
た
男
が
、
少
し
も
悲
し
が

つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
其
仔
細
を
尋
ね
る
と
、
こ
れ
ま
で
食
を
得
る
こ
と
に
困
つ

て
ゐ
た
の
に
、
遠
島
を
言
ひ
渡
さ
れ
た
時
、
銅
銭
二
百
文
を
貰
つ
た
が
、
銭
を

使
は
ず
に
持
つ
て
ゐ
る
の
は
始
だ
と
答
へ
た
。
又
人
殺
し
の
科
は
ど
う
し
て
犯

し
た
か
と
問
へ
ば
、
兄
弟
は
西
陣
に
傭
は
れ
て
、
空
引
と
云
ふ
こ
と
を
し
て
ゐ

た
が
、
給
料
が
少
な
く
て
暮
ら
し
が
立
ち
兼
ね
た
、
其
内
同
胞
が
自
殺
を
謀
つ

た
が
、
死
に
切
れ
な
か
つ
た
、
そ
こ
で
同
胞
が
所
詮
助
か
ら
ぬ
か
ら
殺
し
て
く

れ
と
頼
む
の
で
、
殺
し
て
遣
つ
た
と
云
つ
た
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

鷗
外
は
こ
の
話
を
読
ん
で
、「
其
中
に
二
つ
の
大
き
い
問
題
が
含
ま
れ
て
い

る
」、「
一
つ
は
財
産
と
云
う
観
念
の
も
の
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
ユ
ウ
タ

ナ
ジ
イ
」
と
述
べ
、
こ
の
二
つ
の
問
題
が
「
面
白
い
」
と
お
も
っ
て
、『
高
瀬
舟
』

を
書
い
た
と
語
っ
て
い
る
。『
縁
起
』
で
書
か
れ
た
「
二
つ
の
大
き
い
問
題
」
は
、

後
世
の
作
品
研
究
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
三
好
行
雄
の
論
文
に
書
い

て
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
で
の
「
主
要
な
論
点
は
⑴
ふ
た
つ
の
主

題
が
分
裂
し
て
い
る
か
否
か
、
⑵
分
裂
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
の
い
ず
れ
に

比
重
が
お
か
れ
て
い
る
か
、
⑶
ふ
た
つ
の
テ
ー
マ
を
統
一
す
る
主
題
は
果
し
て

発
見
で
き
な
い
の
か
と
い
っ
た
点
に
集
中
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
、『
縁
起
』
で
書
か
れ
た
「
二
つ
の
大
き
い
問
題
」
を
そ
の
ま
ま
作
品
の
テ
ー

マ
だ
と
考
え
る
傾
向
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
光
村
図
書
か
ら
出

版
さ
れ
て
い
る
指
導
書
に
は
、
作
品
の
主
題
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

る
。「

高
瀬
舟
」
が
江
戸
時
代
の
随
筆
集
「
翁
草
」
か
ら
想
を
得
て
書
か
れ
た

小
説
で
あ
る
こ
と
は
、「
附
高
瀬
舟
縁
起
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

中
で
鷗
外
は
、「
財
産
と
い
う
も
の
の
観
念
」
と
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」（
安

楽
死
）
と
を
「
二
つ
の
大
き
い
問
題
」
と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
「
高
瀬

舟
」
は
知
足
（
自
ら
の
分
を
わ
き
ま
え
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
求
め
な

い
こ
と
。）
と
安
楽
死
を
主
題
と
し
た
作
品
と
い
え
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、『
高
瀬
舟
縁
起
』
に
書
か
れ
た
「
二
つ
の
大
き
い
問
題
」

が
作
家
の
執
筆
契
機
に
過
ぎ
ず
、
作
品
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
が
多
く
の
先
行
研
究
に
理
解
さ
れ
な
い
の
は
、〈
近
代
小
説
〉
の
〈
語
り
〉

の
構
造
自
体
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と
考
え
る
。
で
は

次
に
、〈
第
三
項
〉
論
に
よ
る
田
中
の
『
高
瀬
舟
』
論
と
そ
れ
以
外
の
先
行
研

究
を
具
体
的
に
比
較
し
て
み
た
い
。

二
、
田
中
実
の
『
高
瀬
舟
』
論

①
田
中
論
に
つ
い
て

田
中
実
は
『
高
瀬
舟
』
に
つ
い
て
、
今
ま
で
三
つ
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

一
つ
目
は
一
九
七
九
年
の
「『
高
瀬
舟
』
私
考
」（『
日
本
文
学
』　

一
九
七
九
年

四
月
）、
二
つ
目
は
二
〇
一
五
年
の
「
三
好
「
作
品
論
」
と
の
決
別
、『
高
瀬
舟
』

（
2
）
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再
私
考
」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
第
８
２
集　

二
〇
一
五
年
一
〇
月
）、

三
つ
目
は
二
〇
一
六
年
の
「〈
自
己
倒
壊
〉
と
〈
主
体
〉
の
再
構
築

―
『
美

神
』・「
第
一
夜
」・『
高
瀬
舟
』
の
多
次
元
世
界
と
『
羅
生
門
』
の
こ
と

―
」

（『
日
本
文
学
』　

二
〇
一
六
年
八
月
）
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
論
文
以
外
に
、

最
近
、
氏
の
ブ
ロ
グ
で
『
高
瀬
舟
』
に
つ
い
て
複
数
の
文
章
を
掲
載
し
た
。
こ

れ
ら
の
田
中
論
は
基
本
的
な
論
旨
が
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
深
化
し
続
け
て
い

る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
氏
の
言
説
を
引
用
し
な
が
ら
、
田
中
の
〈
読
み
〉
を

見
て
い
き
た
い
。

田
中
論
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
と
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
語
ら
れ
た
出
来
事
の

中
に
、
視
点
人
物
同
心
の
羽
田
庄
兵
衛
、
庄
兵
衛
を
支
配
す
る
奉
行
、
視
点
人

物
の
捉
え
る
対
象
人
物
喜
助
が
い
て
、
こ
れ
は
〈
語
り
手
〉
の
意
図
の
も
と
に

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
視
点
人
物
の
ま
な
ざ
し
で
物
語
は
進
行
す
る

が
、
対
象
人
物
の
喜
助
は
そ
の
視
点
を
完
璧
に
遮
る
、
直
接
話
法
で
肝
心
か
な

め
の
と
こ
ろ
は
語
っ
て
い
る
し
、
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
は
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
を
裏
切
る

よ
う
に
話
が
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
田
中
は
こ
う
し
た
〈
語
り
―
語
ら

れ
る
〉
仕
組
み
で
、『
高
瀬
舟
』
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。
田
中
実
の
論
の
中
身

を
見
て
い
こ
う
。

視
点
人
物
の
庄
兵
衛
が
捉
え
た
喜
助
は
、「
足
る
を
知
る
」
人
で
あ
り
、
弟

を
「
苦
か
ら
救
つ
て
遣
ら
う
と
思
つ
て
命
を
絶
つ
た
」。
し
か
し
田
中
は
喜
助

が
弟
を
「
安
楽
死
」
さ
せ
た
の
で
は
な
く
、「
過
失
致
死
」
さ
せ
た
と
論
じ
て

お
り
、
そ
の
論
拠
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
わ
た
く
し
は
剃
刀
を
抜
く
時
、
手
早
く
抜
か
う
、
真
直
に
抜
か
う
と
云

ふ
だ
け
の
用
心
は
い
た
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
抜
い
た
時
の
手
応
は
、
今

ま
で
切
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
所
を
切
っ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。
刃
が
外

の
方
へ
向
い
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
外
の
方
が
切
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ

う
」
と
三
つ
の
傍
線
部
の
箇
所
で
喜
助
の
殺
意
が
な
い
こ
と
は
確
か
、
あ

る
の
は
喜
助
の
意
識
、「
切
っ
た
や
う
に
思
は
れ
」、
そ
れ
が
「
外
の
ほ
う

が
切
れ
た
」、
す
な
わ
ち
、
誤
っ
て
「
切
れ
た
」、
そ
れ
で
弟
は
絶
命
し
た

の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
安
楽
死
で
な
く
、
誤
っ
て
殺
し
た
過
失
致

死
・
未
必
の
殺
人
で
す
。（「〈
自
己
倒
壊
〉
と
〈
主
体
〉
の
再
構
築

―

『
美
神
』・「
第
一
夜
」・『
高
瀬
舟
』
の
多
次
元
世
界
と
『
羅
生
門
』
の
こ

と

―
」　
『
日
本
文
学
』　

二
〇
一
六
・
八
）（
田
中
が
こ
の
問
題
を
初
め

て
論
じ
た
の
は
、
一
九
七
九
年
の
前
掲
論
文
で
あ
る
。）

田
中
が
指
摘
し
た
傍
線
部
の
三
か
所
を
見
る
と
、
喜
助
が
剃
刀
を
抜
く
時
に

は
、
弟
の
代
わ
り
に
「
今
ま
で
切
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
所
」
を
切
ろ
う
と
し
た
の

で
は
な
く
、
そ
こ
を
切
ら
な
い
よ
う
に
「
真
直
に
抜
か
う
と
云
ふ
だ
け
の
用
心
」

を
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
剃
刀
を
抜
い
た
時
の
喜
助
の
意
識
は
、
弟

を
も
っ
と
早
く
楽
に
死
な
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
弟
の
首

に
刺
さ
っ
て
い
る
剃
刀
を
抜
い
て
や
ろ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
故
に
、
氏
の
論
じ
た
通
り
、
喜
助
が
弟
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、

喜
助
の
過
失
だ
と
考
え
る
。

田
中
は
、
奉
行
の
判
断
は
喜
助
の
叙
述
と
一
致
し
て
お
り
、「
心
得
違
い
」

の
た
め
の
殺
人
だ
と
判
決
を
下
し
て
い
る
が
、
喜
助
は
奉
行
の
判
決
を
「
い
さ

さ
か
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
受
け
止
め
て
」
い
る
と
論
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

第
一
ブ
ロ
ッ
ク
に
「
高
瀬
舟
に
乗
る
罪
人
の
過
半
は
、
所
謂
心
得
違
の
た
め
に
、

想
は
ぬ
科
を
犯
し
た
人
で
あ
つ
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
喜
助
が
庄
兵
衛
に
弟

を
殺
し
た
経
緯
を
話
し
た
時
に
、「
ど
う
も
飛
ん
だ
心
得
違
で
、
恐
ろ
し
い
事

を
い
た
し
ま
し
て
」
と
語
る
部
分
か
ら
分
か
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
の
話
を
直
接
本
人
か
ら
聴
い
た
護
送
の
役
人
の
羽
田
庄
兵
衛
は

喜
助
の
行
為
を
「
過
失
致
死
」
で
は
な
く
、「
安
楽
死
」
だ
と
捉
え
て
い
る
。

庄
兵
衛
が
そ
う
捉
え
る
理
由
に
つ
い
て
、
田
中
は
庄
兵
衛
が
喜
助
を
知
足
の
人

だ
と
「
偶
像
視
」
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。「
庄
兵
衛
は
一
方
的
に

勝
手
に
喜
助
を
偶
像
視
し
、
感
服
し
て
い
た
」、
そ
れ
が
「
庄
兵
衛
に
殺
し
の

動
機
を
「
安
楽
死
」
と
妄
想
さ
せ
た
所
以
で
す
。
喜
助
の
意
識
の
底
に
こ
れ
が

な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
、
と
庄
兵
衛
は
因
果
の
合
理
性
を
作
り
上
げ
て
」

い
た
と
氏
は
論
じ
て
い
る
。

田
中
の
こ
の
論
述
に
つ
い
て
は
、
庄
兵
衛
が
喜
助
の
叙
述
を
聞
く
前
と
聞
い

て
い
た
時
の
反
応
か
ら
分
か
る
と
考
え
る
。
庄
兵
衛
は
喜
助
に
弟
を
殺
し
た
経

緯
を
聞
く
前
に
、
喜
助
が
知
足
の
人
だ
と
思
い
、「
此
時
庄
兵
衛
は
空
を
仰
い

て
ゐ
る
喜
助
の
頭
か
ら
亳
光
が
さ
す
や
う
に
思
つ
た
」
の
で
あ
り
、
思
わ
ず
罪

人
の
喜
助
を
「
喜
助
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
。
そ
こ
で
、
庄
兵
衛
は
喜
助
に
弟
を
殺

し
た
わ
け
を
聞
い
た
が
、
喜
助
の
話
を
聞
く
前
に
、
既
に
喜
助
を
「
偶
像
視
」

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
喜
助
の
話
を
「
半
分
聞
い
た
時
か
ら
」、
そ

れ
が
「
人
殺
し
」
な
の
か
と
い
う
疑
い
が
庄
兵
衛
の
中
に
起
こ
っ
て
き
た
。
こ

こ
か
ら
も
、
庄
兵
衛
が
喜
助
の
話
に
即
し
て
で
は
な
く
、
彼
自
身
の
思
い
か
ら

「
因
果
の
合
理
性
を
作
り
上
げ
て
」
い
た
と
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

庄
兵
衛
が
喜
助
か
ら
捉
え
た
「
知
足
」
の
観
念
に
つ
い
て
、
田
中
は
喜
助
の

内
面
と
は
「
似
て
非
な
る
も
の
」
だ
と
指
摘
す
る
。

す
な
わ
ち
、
世
間
の
人
が
貧
し
く
と
も
日
々
の
変
わ
ら
ぬ
暮
ら
し
を
生
き

て
き
た
の
に
、
喜
助
兄
弟
は
日
常
性
そ
れ
自
体
を
欠
落
さ
せ
て
い
ま
す
。

喜
助
は
い
わ
ば
〈
秩
序
外
存
在
〉、
そ
れ
が
庄
兵
衛
に
は
全
く
見
え
な
い

が
ゆ
え
に
、「
知
足
の
喜
び
」
と
い
う
自
身
の
枠
で
捉
え
て
い
る
の
で
す
。

罰
と
し
て
科
さ
れ
て
い
る
入
牢
も
、
死
罪
の
次
に
厳
し
い
重
罪
島
送
り
も

喜
助
に
は
恩
恵
、
感
謝
に
逆
転
し
、
当
時
の
幕
藩
体
制
下
の
刑
罰
の
処
断

を
福
利
厚
生
の
事
業
に
文
字
通
り
転
換
さ
せ
て
い
ま
す
。（
二
〇
一
六
年

の
前
掲
田
中
論
文
）

こ
の
よ
う
な
「〈
秩
序
外
存
在
〉」
で
あ
る
喜
助
に
は
そ
も
そ
も
「
庄
兵
衛
の

感
服
す
る
『
財
産
と
い
ふ
も
の
の
観
念
』
の
土
台
が
な
か
っ
た
」
と
田
中
は
論

じ
る
。

田
中
の
こ
の
論
述
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
庄
兵
衛

が
喜
助
を
知
足
の
人
だ
と
捉
え
た
の
は
、「
喜
助
の
身
の
上
を
わ
が
身
の
上
に

引
き
比
べ
て
見
た
」
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
田
中
が
論
じ
た
よ
う
に
、
喜
助

は
「
刑
罰
の
処
断
を
福
利
厚
生
の
事
業
に
文
字
通
り
転
換
さ
せ
」
た
、
世
の
一

般
で
あ
る
秩
序
社
会
の
枠
組
み
に
入
っ
て
い
な
い
「〈
秩
序
外
存
在
〉」
と
も
言

え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
境
遇
に
い
る
喜
助
は
そ
も
そ
も
、「
秩
序
」
の

中
に
い
て
、
世
間
一
般
の
暮
し
を
す
る
庄
兵
衛
の
「
身
の
上
」
と
「
引
き
比
べ
」

る
「
土
台
」
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
田
中
が
論
じ
る
よ
う
に
、
庄
兵
衛

が
喜
助
を
「
足
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
」
者
と
み
な
す
こ
と
は
、
短
絡
的
で
あ

る
。以

上
、
田
中
は
喜
助
と
弟
の
兄
弟
関
係
の
特
殊
性
を
指
摘
し
、
問
題
の
核
心

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
問
題
提
起
を
す
る
。
喜
助
の
叙
述
に
は
、
自
分
と
弟
の

二
人
兄
弟
は
幼
く
し
て
両
親
を
喪
い
、
町
内
の
人
に
助
け
ら
れ
て
育
っ
て
い
た

が
、「
次
第
に
大
き
く
な
り
ま
し
て
職
を
捜
し
ま
す
に
も
、
な
る
た
け
二
人
が

離
れ
な
い
や
う
に
い
た
し
て
、
一
し
よ
に
ゐ
て
、
助
け
合
つ
て
働
き
ま
し
た
」

と
語
っ
て
い
る
。
弟
が
病
気
に
か
か
り
、「
ど
う
せ
治
り
そ
う
も
な
い
病
気
だ

か
ら
、
早
く
死
ん
で
少
し
で
も
兄
き
に
楽
が
さ
せ
た
い
」
た
め
に
自
殺
を
図
っ

（
３
）

（
４
）
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た
。
田
中
は
こ
の
よ
う
な
喜
助
兄
弟
を
「
比
喩
」
で
は
な
く
、
文
字
通
り
「
二

人
で
一
人
」
だ
と
言
及
す
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
片
割
れ
の
弟
を
間
違
っ
て
殺
し

て
し
ま
っ
た
喜
助
が
「
ど
ん
な
に
自
分
を
責
め
、
嘆
き
悲
し
み
、
自
分
の
人
生

を
恨
ん
で
も
恨
み
き
れ
な
い
と
こ
ろ
な
の
に
、
ど
う
し
て
喜
助
は
そ
の
逆
、
真

実
、
晴
れ
や
か
な
の
で
し
ょ
う
か
。
庄
兵
衛
に
す
れ
ば
、
喜
助
の
弟
殺
し
は
弟

を
楽
に
す
る
た
め
の
も
の
、
護
送
さ
れ
る
喜
助
が
晴
れ
や
か
で
あ
る
の
は
自
然

で
辻
褄
が
合
う
の
で
す
が
、
安
楽
死
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
喜
助
の
晴
れ
や

か
さ
は
不
都
合
で
す
」
と
論
及
し
、
殺
す
意
図
が
な
く
て
「
結
果
殺
し
た
こ
と

が
そ
の
後
の
喜
助
を
い
か
な
る
存
在
に
し
た
の
か
、
こ
れ
が
『
高
瀬
舟
』
の
物

語
中
、
最
も
問
わ
れ
て
い
る
」（
二
〇
一
六
年
の
前
掲
田
中
論
文
）
と
論
じ
る
。

氏
の
解
釈
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

喜
助
に
と
っ
て
確
か
な
こ
と
は
、
自
分
の
た
め
に
自
殺
し
よ
う
と
し
て

い
る
〈
分
身
〉
を
自
身
が
殺
し
て
し
ま
っ
た
手
応
え
で
す
。（
中
略
）
喜

助
と
弟
と
は
、
二
人
で
一
人
な
の
で
す
。
そ
の
分
身
で
あ
る
相
手
を
殺
す

手
応
え
に
よ
っ
て
喜
助
に
何
が
起
こ
る
か
、
そ
れ
は
た
だ
一
つ
、
自
身
の

内
界
が
死
ぬ
の
で
す
。
し
か
し
、
肉
体
は
生
き
て
い
る
。
護
送
の
役
人
に

喜
助
が
毫
光
が
さ
す
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
も
は
や
こ
れ
ま
で
の
主
体
の

位
相
に
喜
助
は
い
な
い
か
ら
で
す
。
い
わ
ば
、
喜
助
は
庄
兵
衛
と
物
理
的

に
は
同
じ
空
間
に
存
在
し
な
が
ら
、
そ
の
生
の
座
標
軸
は
転
換
し
て
い
る

の
で
す
。
喜
助
は
弟
を
殺
し
て
罪
悪
感
を
感
じ
る
の
と
は
逆
、
何
故
な
ら
、

は
る
か
に
弟
が
自
分
の
中
に
生
き
生
き
と
生
き
て
い
る
か
ら
、
生
き
て
い

た
時
よ
り
も
深
く
、
弟
が
自
分
に
生
き
て
い
る
か
ら
、
二
人
は
共
に
あ
る

位
相
に
あ
る
か
ら
、
輝
い
て
い
る
の
で
す
。

で
は
ま
ず
、
田
中
論
に
お
け
る
、
喜
助
の
兄
弟
関
係
に
注
目
し
て
み
た
い
。

喜
助
の
叙
述
に
従
っ
て
考
え
れ
ば
、
田
中
が
論
じ
る
よ
う
に
、「
二
人
で
一
人
」

だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
先
行
研
究
の
中
で
は
、
喜
助
の
叙
述
は
そ
の
ま

ま
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
論
考
が
何
故
首

肯
し
が
た
い
か
は
後
述
の
「
語
り
の
構
造
」
に
関
す
る
説
明
の
部
分
で
論
じ
る
。

喜
助
の
晴
れ
や
か
さ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
田
中
論
に
相
反
す
る
滝
藤
満
義
な

ど
の
論
が
あ
る
。
滝
藤
も
喜
助
が
弟
を
殺
し
た
の
が
過
失
だ
と
考
え
る
が
、
喜

助
は
自
分
の
過
失
の
た
め
に
弟
に
対
し
て
罪
意
識
を
持
っ
て
お
り
、「
島
流
し

と
い
う
罰
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
気
持
ち
の
整
理
も
つ

き
、
将
来
に
向
け
て
生
き
る
希
望
が
よ
う
や
く
湧
い
て
き
た
せ
い
」
だ
と
論
じ

て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
喜
助
が
幼
い
時
か
ら
ず
っ
と
寄
り
添
っ
て
生
き
て
き

た
弟
に
対
し
て
「
罪
意
識
」
を
持
っ
て
い
た
な
ら
、
そ
の
「
罪
意
識
」
は
「
罰
」

を
受
け
る
こ
と
で
消
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
罰
」
を
受
け
る
な
か
で
、

一
層
自
分
の
「
罪
」
と
向
き
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
そ
の
「
罪
意
識
」
が
薄
れ
て
い
く
と
し
て
も
、
喜
助
は
弟
の
死
を
悲
し
む

筈
で
あ
り
、「
い
か
に
も
楽
し
さ
う
で
、
若
し
役
人
に
対
す
る
気
兼
が
な
か
つ

た
ら
、
口
笛
を
吹
き
は
じ
め
る
と
か
、
鼻
歌
を
歌
ひ
出
す
と
か
し
さ
う
」
な
晴

れ
や
か
な
表
情
に
な
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
。「
其
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微

か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
い
う
〈
語
り
手
〉
の
描
写
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

喜
助
の
表
情
の
晴
れ
や
か
さ
は
心
の
底
か
ら
溢
れ
出
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
い

さ
さ
か
な
る
屈
折
も
な
い
の
だ
。
故
に
本
論
は
、
喜
助
の
晴
れ
や
か
さ
は
、
滝

藤
の
い
う
「
罪
」
と
「
罰
」
と
い
う
リ
ア
リ
ズ
ム
の
次
元
で
説
明
で
き
る
問
題

で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
滝
藤
論
に
対
し
て
、
前
田
角
藏
が
賛
意
を
示
し
て

い
る
が
、
両
氏
の
論
の
根
源
的
な
問
題
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
後
述

す
る
先
行
研
究
史
分
析
の
中
で
、
詳
し
く
論
じ
る
。
特
殊
な
生
活
状
況
が
も
た

（
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ら
し
た
喜
助
と
弟
の
特
殊
な
兄
弟
関
係
を
前
提
に
考
え
る
と
、
喜
助
に
と
っ

て
、
弟
を
殺
す
こ
と
は
自
分
を
も
同
時
に
殺
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
喜
助
の

晴
れ
や
か
さ
を
、
喜
助
の
内
面
が
弟
と
共
に
死
ん
だ
後
の
状
態
で
あ
る
と
捉
え

る
な
ら
、
田
中
の
論
じ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
別
の
「
生
の
座
標
軸
」
を
持
っ

て
く
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
り
、
死
ん
だ
弟
と
共
に
別
次
元
で
生
き
て
い
る
喜

助
の
内
面
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
喜
助
は
、
庄
兵
衛
に
は
「
毫
光
が
さ
す
よ
う
に
」
見
え
る
が
、
庄
兵

衛
は
己
と
違
う
位
相
に
い
る
喜
助
の
内
面
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
毫

光
が
さ
す
よ
う
に
」
見
え
る
喜
助
の
所
以
を
、「
知
足
」
や
「
安
楽
死
」
と
い

う
庄
兵
衛
自
身
の
い
る
位
相
の
こ
と
と
し
て
、
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

喜
助
の
晴
れ
や
か
さ
の
理
由
に
つ
い
て
、
山
崎
一
頴
も
田
中
と
同
じ
認
識
を

示
し
て
い
る
。
山
崎
は
「「『
高
瀬
舟
』
を
読
む
ポ
イ
ン
ト
」（『
森
鷗
外
論
攷　

続
』　

お
う
ふ
う　

二
〇
一
七
年
九
月
）
の
中
で
、
喜
助
兄
弟
が
幼
い
頃
か
ら

二
人
で
助
け
合
っ
て
ギ
リ
ギ
リ
生
き
て
き
た
「
最
下
層
の
民
」
で
あ
る
と
言
及

し
、
こ
の
喜
助
兄
弟
が
置
か
れ
た
特
殊
状
況
を
踏
ま
え
て
、「
二
人
は
二
身
に

し
て
一
身
同
体
、
或
は
双
生
児
と
見
て
よ
い
。
喜
助
に
と
っ
て
、
今
や
弟
は
常

に
己
れ
の
内
に
居
る
。
死
し
て
な
お
強
く
意
識
さ
れ
る
。
そ
の
二
人
一
緒
の
喜

び
や
安
堵
感
が
、「
額
は
晴
や
か
で
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
」
所
以

で
あ
る
。
喜
助
に
と
っ
て
島
で
生
き
る
こ
と
は
、
一
人
で
生
き
る
こ
と
で
は
な

い
。
常
に
弟
と
一
緒
に
共
に
生
き
て
い
く
と
意
識
さ
れ
て
い
る
」
と
的
確
に
論

じ
て
い
る
。
但
し
、
氏
は
こ
の
よ
う
な
喜
助
の
内
面
を
喜
助
の
「
知
足
の
こ
こ

ろ
が
生
ま
れ
た
根
源
」
だ
と
考
え
、
作
品
の
「
主
題
」
を
「
喜
助
の
知
足
の
心
」

だ
と
論
じ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
喜
助
に
は
「
知
足

の
こ
こ
ろ
」
を
持
つ
「
土
台
」
が
そ
も
そ
も
欠
落
し
て
い
る
。
で
は
、
喜
助
の

こ
の
内
面
世
界
は
、
作
品
全
体
の
〈
語
り
〉
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
論
じ
る
際
、
田
中
は
〈
語
り
手
〉
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
を
強
調
し
て
い
る
。

田
中
は
、
問
題
の
核
心
で
あ
る
喜
助
の
内
面
世
界
は
、「
喜
助
の
意
識
の
底
、

識
閾
下
で
あ
る
内
奥
」
の
出
来
事
だ
と
言
い
、
登
場
人
物
の
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら

語
っ
て
い
る
〈
語
り
手
〉
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
か
ら
し
か
見
え
な
い
と
論
じ

る
。〈
語
り
手
〉
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
論
じ
る
時
に
、
氏
は
作
中

の
あ
る
仕
掛
け
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
明
言
す
る
。

第
一
段
落
で
は
、〈
語
り
手
〉
が
「
奉
行
の
取
り
調
べ
は
実
は
、『
表
向
き
』」、

高
瀬
舟
の
中
で
は
「
罪
人
当
人
の
秘
め
ら
れ
た
心
の
内
は
奉
行
所
で
は
明
か
さ

れ
な
い
、『
役
人
の
夢
に
も
窺
ふ
こ
と
の
出
来
ぬ
境
遇
』
に
罪
人
た
ち
は
あ
る

こ
と
を
」
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、「
そ
こ
で
当
然
、
第
二
段
落
以
降
は
、
奉

行
所
で
は
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
喜
助
の
心
の
内
が
庄
兵
衛
に
明
か
さ
れ
る
と
読

者
は
期
待
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
喜
助
が
庄
兵
衛
に
語
っ
た
こ
と
は
、
繰
り
言

や
恨
み
言
で
は
な
く
、「
好
く
条
理
が
立
つ
て
ゐ
る
」、「
町
奉
行
所
で
調
べ
ら

れ
る
其
度
毎
に
、
注
意
に
注
意
を
加
へ
て
浚
つ
て
見
さ
せ
ら
れ
た
」
も
の
で
し

た
。つ
ま
り
、喜
助
が
事
件
を
語
る
言
葉
と
奉
行
の
言
葉
が
一
つ
に
な
っ
た
「
表

向
き
」
と
同
じ
も
の
」
で
あ
り
、
第
一
段
落
と
第
二
段
落
以
降
が
「
相
反
」
し

て
い
る
と
氏
は
指
摘
し
、
そ
の
相
反
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
「〈
語
り
手
〉
の
意

図
が
隠
れ
て
い
る
」、「
小
説
の
中
の
物
語
は
第
一
段
落
か
ら
始
ま
る
の
で
な

く
、
第
二
段
落
か
ら
始
ま
り
、
第
一
段
落
は
そ
れ
を
相
対
化
す
る
た
め
の
極
め

て
戦
略
的
な
付
置
だ
っ
た
」
と
論
じ
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

「
表
向
き
」
も
〈
裏
向
き
〉
も
な
い
、
そ
の
奥
が
あ
っ
た
の
で
す
。
奉
行

の
捉
え
る
過
失
致
死
と
い
う
「
表
向
き
」
も
、
庄
兵
衛
の
捉
え
る
安
楽
死

と
い
う
〈
裏
向
き
〉
も
、
い
ず
れ
も
時
代
の
枠
内
で
捉
え
た
も
の
に
過
ぎ
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ま
せ
ん
。
し
か
し
、
喜
助
と
し
て
は
、
剃
刀
を
抜
い
た
の
は
最
愛
の
弟
を

苦
し
み
か
ら
救
い
た
い
、
弟
の
願
い
に
応
え
た
い
と
い
う
一
心
か
ら
の
こ

と
で
、
そ
の
弟
を
失
っ
た
今
、
過
失
致
死
だ
ろ
う
が
安
楽
死
だ
ろ
う
が
、

そ
ん
な
こ
と
は
意
識
に
は
上
り
ま
せ
ん
。
意
識
で
は
お
奉
行
に
従
う
の
み

で
す
。
／
（
中
略
）
こ
の
境
地
（
喜
助
が
死
ん
だ
弟
と
共
に
生
き
る
境
地

　

筆
者
注
）
は
庄
兵
衛
に
も
奉
行
に
も
到
底
理
解
で
き
な
い
こ
と
な
の
で

す
。／
〈
語
り
手
〉
が
真
に
読
者
に
伝
え
た
い
の
は
こ
の
こ
と
、〈
語
り
手
〉

か
ら
見
れ
ば
、
奉
行
と
庄
兵
衛
は
フ
ィ
フ
テ
ィ
ー
フ
ィ
フ
テ
ィ
ー
、（
中

略
）〈
語
り
手
〉
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
作
中
人
物
た
ち
の
思
考

や
感
性
に
よ
る
意
識
、
時
代
が
も
た
ら
す
、
も
の
の
捉
え
方
、
ロ
ジ
ッ
ク

を
越
え
て
、
弟
殺
し
の
喜
助
の
意
識
の
底
、
無
意
識
の
持
つ
普
遍
性
へ
向

か
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
小
説
は
、
江
戸
時
代
の
寛
政
の
頃
の
話
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
ナ

レ
ー
タ
ー
は
語
り
な
が
ら
、
実
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
明
治
・
大
正
の
時

代
の
現
代
の
官
僚
機
構
を
相
対
化
し
、
時
代
の
枠
組
み
を
超
え
て
生
き

る
、
隠
れ
た
人
間
の
内
面
の
姿
、
官
僚
機
構
の
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
を
超

え
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
の
で
す
。
／
時
代
を
超
え
て
生
き
る
者
の
尊

さ
、
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

田
中
の
こ
の
結
論
は
登
場
人
物
を
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
相
対
化
さ
せ
る
〈
語
り

手
〉
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
関
す
る
分
析
で
あ
る
。
喜
助
の
「
生
の
座
標
軸
」

の
「
転
換
」
は
、
視
点
人
物
の
庄
兵
衛
だ
け
で
は
な
く
、
喜
助
自
身
に
も
意
識

上
で
は
理
解
で
き
な
い
。
し
か
し
、
喜
助
が
そ
れ
を
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
晴

れ
や
か
な
表
情
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
喜
助
の
内
面
の
秘
密
が
表
し
て
い

る
、
時
代
を
超
越
す
る
生
の
輝
き
は
、「
表
向
き
」
の
話
に
対
す
る
「
裏
向
き
」

の
話
で
は
な
く
、
表
と
裏
の
双
方
を
超
越
す
る
別
次
元
の
話
な
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、〈
語
り
手
〉
が
物
語
の
始
ま
る
前
に
、
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
語
り
、

表
裏
の
相
関
関
係
を
相
対
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
お
話
を
語
っ

て
い
る
〈
語
り
手
〉
の
意
図
が
プ
ロ
ッ
ト
設
定
に
お
い
て
表
れ
て
い
る
と
考
え

る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
作
品
の
最
後
で
は
、
わ
ざ
と
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
と

い
う
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
っ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
お
話
の
背
後
に
語
っ
て
い
る

〈
語
り
手
〉
が
存
在
す
る
こ
と
を
露
わ
に
し
、
語
ら
れ
た
お
話
と
権
力
・
権
威

の
相
関
に
読
み
手
の
注
意
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、『
高
瀬
舟
』

を
読
む
時
は
、
田
中
論
の
よ
う
に
、〈
語
り
手
〉
の
意
志
を
読
み
取
り
、「
表
向

き
」
と
「
裏
向
き
」
の
話
の
双
方
を
相
対
化
さ
せ
る
話
と
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」

と
の
相
関
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

田
中
の
『
高
瀬
舟
』
論
は
田
中
の
〈
第
三
項
〉
論
に
基
づ
い
て
お
り
、
氏
が

考
え
る
〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
を
語
る
語
り
の
構
造
を
作
品
の
〈
読
み
〉
を
通

し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
に
氏
の
『
高
瀬

舟
』
論
と
氏
が
提
起
す
る
〈
第
三
項
〉
論
と
を
併
せ
な
が
ら
分
析
し
て
い
く
。

そ
の
前
に
、
一
つ
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。〈
第
三
項
〉
論
の
キ
ー

ワ
ー
ド
は
「
自
己
倒
壊
」
で
あ
る
。「
自
己
倒
壊
」
と
は
自
分
自
身
の
思
考
の

枠
組
み
を
瓦
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
己
の
〈
読
み
〉
を
自
己
相
対
化
し
続
け

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
田
中
論
を
正
解
と
し
て
支
持
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
氏
の
〈
読
み
〉
は
、
ま
さ
に
読
み
手
を
「
自
己
倒
壊
」
に

導
く
〈
読
み
〉
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
氏
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
は

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
次
の
部

分
で
論
じ
る
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②
田
中
論
か
ら
〈
第
三
項
〉
論
を
考
え
る

Ａ
〈
第
三
項
〉
論
の
ポ
イ
ン
ト

田
中
は
「〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
は
不
条
理
、
概
念
と
し
て
の
〈
第
三
項
〉

が
こ
れ
を
拓
く

―
鷗
外
初
期
三
部
作
を
例
と
し
て

―
」（『
日
本
文
学
』
二

〇
一
八
年
八
月
）
の
中
で
、
氏
が
提
起
し
た
「
第
三
項
」
論
の
根
拠
を
改
め
て

論
じ
て
い
る
。
以
下
は
こ
の
論
文
の
中
の
論
述
を
引
用
し
な
が
ら
、〈
第
三
項
〉

論
の
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
て
い
く
。
氏
は
「
人
類
が
有
史
以
来
客
観
的
現
実
と

信
じ
込
ん
で
き
た
世
界
は
、
実
は
、
人
類
が
概
念
を
媒
体
に
し
て
そ
の
あ
り
様

を
制
作
し
た
領
域
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
考
え
を
前
提
に
、「
我
々
に
捉

え
ら
れ
る
客
体
の
対
象
の
世
界
と
は
我
々
の
主
体
に
応
じ
て
現
れ
」
る
の
で
あ

り
、「
主
体
と
客
体
と
は
同
時
に
」
あ
る
と
い
う
主
客
相
関
に
対
す
る
認
識
を

明
示
し
た
。
こ
の
主
客
相
関
に
対
す
る
認
識
が
、
氏
が
提
起
す
る
第
三
項
論
の

出
発
点
で
も
あ
る
。

と
言
っ
て
そ
の
際
の
肝
心
な
こ
と
は
主
体
と
客
体
の
相
関
の
二
元
論
で

は
、
実
は
、
十
全
に
は
世
界
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
そ

う
主
体
に
捉
え
さ
せ
る
、
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
必
然
性
、
そ
の
根
拠
で
あ
る

客
体
そ
の
も
の
が
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
主
体
に
そ
の
現
象
を
起
こ
さ
せ

て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
客
体
そ
の
も
の
と
は
未
来
永
劫
、
主
体
に
は
直

接
捉
え
ら
れ
な
い
、
永
遠
に
沈
黙
す
る
了
解
不
能
の
《
他
者
》
で
あ
り
、

こ
れ
を
わ
た
く
し
は
〈
第
三
項
〉
と
名
付
け
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
図
ら

ず
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
周
知
の
テ
ー
ゼ
、「
語
り
え
ぬ
も
の
は

沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
「
語
り
え
ぬ
も
の
」
で
も
あ
り
ま
す
。
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こ
の
論
文
の
中
で
、
氏
は
〈
第
三
項
〉
の
領
域
と
は
「
了
解
不
能
・
言
語
以

前
」、
村
上
春
樹
の
い
う
「
地
下
二
階
」
の
領
域
だ
と
論
じ
て
い
る
。
村
上
は

人
間
の
存
在
を
一
軒
の
家
に
喩
え
、
日
常
生
活
を
送
る
「
地
上
一
・
二
階
」
の

下
に
、「
地
下
一
・
二
階
」
が
あ
る
と
い
い
、「
い
わ
ゆ
る
近
代
的
自
我
と
い
う

の
は
、
下
手
す
る
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
が
地
下
一
階
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
、

（
中
略
）
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
な
っ
て
頭
で
わ
か
る
。
そ
う
い
う
思
考

体
系
み
た
い
な
の
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
か
ら
。
で
も
地
下
二
階
に
行
っ
て
し

ま
う
と
、
こ
れ
は
も
う
頭
だ
け
で
は
処
理
で
き
な
い
で
す
よ
ね
」
と
説
明
し
た
。

（
図
１
を
参
照
）
田
中
は
こ
の
「
地
下
二
階
」
の
問
題
か
ら
「
客
観
描
写
」
の

問
題
を
論
じ
、〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
の
問
題
を
図
２
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

そ
れ
（「
地
下
二
階
」　

筆
者
注
）
は
も
は
や
人
が
イ
メ
ー
ジ
し
、
物
語
れ

る
領
域
で
は
な
い
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
ロ
マ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
根
底

に
し
た
人
類
の
意
識
や
思
想
の
枠
組
み
で
は
通
用
し
な
い
領
域
を
も
含
ん

で
い
ま
す
。
／
こ
こ
で
は
い
か
な
る
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。
図
２
、
人
類
の
一
人
ひ
と
り
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
完
結
し
、
自
足
し

た
宇
宙
、
そ
の
主
客
相
関
の
世
界
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
、
こ
れ
を
複
数
並

べ
て
み
ま
し
た
。〈
語
り
手
〉
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
・
宇
宙
の
外
側
か
ら

物
語
世
界
を
語
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
ア
ポ
リ
ア
が
内
包
さ
れ
て
い
ま

す
。
／
こ
れ
（「
写
実
・
写
生
」　

筆
者
注
）
に
よ
っ
て
〈
近
代
小
説
〉
の

確
立
を
目
指
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
目
で
見
、
耳
で
聴
き
取

り
、
知
覚
し
て
捉
え
た
こ
と
は
、
結
局
主
体
で
捉
え
た
出
来
事
、（
中
略
）

そ
れ
で
は
「
印
象
描
写
」
に
終
わ
り
ま
す
。「
客
観
描
写
」
で
は
な
い
の

で
す
。
そ
の
た
め
〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
を
極
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
旧
来

の
物
語
文
学
の
ロ
マ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
近
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
言
語
を

媒
体
に
し
、
知
覚
を
基
に
し
た
脳
内
現
象
で
あ
る
こ
と
を
相
対
化
す
る
必

要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

氏
の
図
２
か
ら
見
る
と
、「〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
」
を
極
め
、「
客
観
描
写
」

を
達
成
す
る
た
め
に
は
、〈
語
り
手
〉
が
「
地
下
二
階
」
か
ら
、
登
場
人
物
た

ち
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
宇
宙
」
を
完
結
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「〈
近
代
小
説
〉

の
神
髄
」
は
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
世
界
で
は
な
く
、
複
数
の
時

空
の
同
時
存
在
で
あ
る
。
こ
の
「〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
」
を
読
む
〈
読
み
〉

に
つ
い
て
、
田
中
が
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
る
主
体
と
語
ら
れ
て
い
る
客
体
の
相
関
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
ち
、
プ

ロ
ッ
ト
を
プ
ロ
ッ
ト
た
ら
し
め
る
〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
を
捉
え
る
〈
読
み

方
〉
＝
方
法
論
を
要
し
ま
す
。（
中
略
）〈
語
り
―
語
ら
れ
る
〉
相
関
の
メ

タ
レ
ベ
ル
か
ら
そ
の
相
関
を
捉
え
直
す
と
、
永
遠
の
沈
黙
、〈
第
三
項
〉

の
領
域
が
現
れ
、
こ
れ
と
の
対
峙
・
対
決
を
強
い
ら
れ
た
時
、
そ
れ
は
主

客
相
関
の
中
の
出
来
事
、〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
の
領
域
を
瓦
解
さ

せ
る
働
き
と
し
て
作
動
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
通
常
言
わ
れ
る
「
読
み
の

技
術
」
の
改
変
で
は
な
く
、「
語
り
え
ぬ
」
対
象
と
対
峙
す
る
原
理
論
の

転
換
を
要
請
す
る
も
の
で
す
。

お
話
を
介
在
さ
せ
て
成
立
す
る
小
説
が
そ
の
神
髄
を
発
揮
す
る
に
は
、

〈
語
り
手
〉
自
ら
が
語
る
お
話
を
相
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
メ
タ
レ
ベ

ル
の
位
相
を
獲
得
し
、世
界
と
は
何
か
を
問
う
。そ
れ
を
わ
た
く
し
が
〈
近

代
小
説
〉
＝
「
物
語+

〈
語
り
手
〉
の
自
己
表
出
」
と
定
義
し
て
き
た
意

味
と
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。〈
語
る
こ
と
を
語
る
〉、
こ
れ
を
読
む
の
で
す
。

〈
読
み
〉
は
「
読
む
こ
と
を
読
む
」、
す
な
わ
ち
、
外
部
・《
他
者
》
と
の
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対
峙
に
よ
っ
て
〈
自
己
倒
壊
〉
が
起
こ
る
か
ど
う
か
が
そ
の
際
の
急
所
な

の
で
す
。（
傍
線
は
引
用
者
。
以
下
同
様
）

右
傍
線
部
に
書
か
れ
た
よ
う
に
、〈
第
三
項
〉
論
は
語
ら
れ
た
こ
と
を
読
む

立
場
で
は
な
く
、「〈
語
る
こ
と
を
語
る
〉」、
つ
ま
り
語
る
行
為
を
読
む
立
場
に

立
つ
の
で
あ
る
。
語
ら
れ
た
こ
と
を
読
む
立
場
だ
と
、
語
ら
れ
た
こ
と
、
即
ち

読
み
手
に
現
象
し
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
読
み
の
結
果
と
な
る
が
、
語
る
行
為
を

読
む
立
場
だ
と
、
語
ら
れ
た
こ
と
が
な
ぜ
そ
う
語
ら
れ
た
の
か
、
つ
ま
り
、
読

み
手
に
現
象
し
た
こ
と
が
何
故
そ
う
現
象
し
た
の
か
と
、
読
み
手
自
身
の
読
み

が
対
象
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
田
中
の
い
う
「
読
む
こ
と
を
読
む
」

意
味
で
あ
る
。
語
る
行
為
を
読
む
〈
読
み
〉
は
、
語
ら
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
を
主
客

相
関
内
部
の
現
象
と
し
て
相
対
化
さ
せ
、
プ
ロ
ッ
ト
を
支
え
る
内
的
必
然
性
、

メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
を
読
む
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
主
客
相
関
の
中

に
い
る
読
み
手
自
身
を
相
対
化
さ
せ
つ
づ
け
る
こ
と
で
も
あ
り
、
読
み
手
の

「〈
自
己
倒
壊
〉」
に
つ
な
が
る
〈
読
み
〉
で
あ
る
。

田
中
の
〈
第
三
項
〉
論
を
氏
の
『
高
瀬
舟
』
論
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
み
よ

う
。

Ｂ
田
中
『
高
瀬
舟
』
論
と
〈
第
三
項
〉
論

『
高
瀬
舟
』
の
お
話
は
、
視
点
人
物
庄
兵
衛
が
罪
人
喜
助
の
様
子
を
不
思
議

に
思
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
庄
兵
衛
が
喜
助
の
話
を
聞
き
な
が
ら
い
ろ
い
ろ

考
え
た
結
果
、
こ
こ
ろ
に
疑
問
が
生
じ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
作
品
の
プ
ロ
ッ

ト
が
庄
兵
衛
の
ま
な
ざ
し
に
即
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
ッ
ト
だ
け
を
読
め

ば
、
庄
兵
衛
の
ま
な
ざ
し
で
捉
え
ら
れ
た
こ
と
の
み
読
み
取
れ
る
。
一
方
、
前

述
し
た
田
中
論
の
分
析
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
作
品
に
は
視
点
人
物
の
ま
な

ざ
し
の
外
部
に
、
対
象
人
物
が
内
側
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
読
み
取
る

た
め
に
は
、
視
点
人
物
と
対
象
人
物
の
双
方
を
超
越
す
る
〈
語
り
手
〉
の
ま
な

ざ
し
を
意
識
的
に
読
む
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
が
実
は
、

〈
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ロ
ッ
ト
の
背
後
に
は

プ
ロ
ッ
ト
が
そ
う
な
っ
て
い
る
理
由
が
あ
り
、
そ
の
理
由
、
即
ち
田
中
の
い
う

メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
を
読
み
取
っ
て
は
じ
め
て
、
何
故
、
お
話
が
始
ま
る
前
に
第
一

ブ
ロ
ッ
ク
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
何
故
、
喜
助
の
長
い
叙
述
が
全
部
直

接
話
法
で
語
ら
れ
た
の
か
、
何
故
、
江
戸
時
代
の
寛
政
の
頃
の
話
を
語
り
な
が

ら
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
わ
れ
た
の
か
が
分
か
っ
て
く

る
。こ

の
よ
う
に
「
語
り
・
語
ら
れ
る
」
主
客
相
関
を
相
対
化
さ
せ
る
メ
タ
プ

ロ
ッ
ト
を
読
む
必
要
が
分
れ
ば
、
前
述
し
た
喜
助
の
直
接
話
法
に
よ
る
叙
述
の

信
憑
性
を
疑
う
よ
う
な
論
は
な
ぜ
問
題
が
あ
る
か
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

喜
助
の
直
接
話
法
に
よ
る
叙
述
も
〈
語
り
手
〉
が
仕
組
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、

〈
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
語
ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
喜
助
の
話
が
事

実
か
ど
う
か
を
い
う
時
に
、
語
ら
れ
た
喜
助
の
話
だ
け
で
読
者
各
々
の
想
像
力

を
働
か
せ
る
の
で
は
な
く
、〈
語
り
手
〉
と
喜
助
の
話
の
「
語
り
―
語
ら
れ
る
」

相
関
関
係
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、〈
語
り
手
〉
が
喜
助

の
叙
述
を
容
認
す
る
語
り
方
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、〈
語

り
手
〉
は
お
話
が
始
ま
る
前
か
ら
既
に
喜
助
の
叙
述
を
保
証
す
る
た
め
の
伏
線

を
引
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
話
が
ま
だ
始
ま
ら
な
い
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
、〈
語
り
手
〉
は
高
瀬
舟
に

乗
せ
ら
れ
る
罪
人
が
「
獰
惡
な
人
物
が
多
數
を
占
め
て
ゐ
た
わ
け
で
は
な
い
。

高
瀬
舟
に
乘
る
罪
人
の
過
半
は
、
所
謂
心
得
違
の
た
め
に
、
想
は
ぬ
科
を
犯
し

た
人
で
あ
つ
た
」
と
語
り
、
こ
れ
か
ら
の
お
話
が
悪
質
な
犯
罪
者
に
纏
わ
る
よ

う
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
て
い
る
。
同
心
の
庄
兵
衛
が
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喜
助
を
見
た
時
に
、「
い
か
に
も
神
妙
に
、
い
か
に
も
お
と
な
し
く
、
自
分
を

ば
公
儀
の
役
人
と
し
て
敬
つ
て
、
何
事
に
つ
け
て
も
逆
は
ぬ
や
う
に
し
て
ゐ

る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
罪
人
の
間
に
往
々
見
受
け
る
や
う
な
、
温
順
を
裝
つ
て

權
勢
に
媚
び
る
態
度
で
は
な
い
」
と
思
い
、〈
語
り
手
〉
も
庄
兵
衛
の
こ
の
捉

え
方
を
否
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
叙
述
に
よ
っ
て
喜
助
の
お
と
な
し
い
態
度
が

嘘
で
は
な
い
と
保
証
さ
れ
る
。
喜
助
の
直
接
話
法
に
よ
る
長
い
叙
述
の
後
に
、

〈
語
り
手
〉
が
「
喜
助
の
話
は
好
く
條
理
が
立
つ
て
ゐ
る
。
殆
ど
條
理
が
立
ち

過
ぎ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
も
好
い
位
で
あ
る
。
こ
れ
は
半
年
程
の
間
、
當
時
の
事

を
幾
度
も
思
ひ
浮
べ
て
見
た
の
と
、
役
場
で
問
は
れ
、
町
奉
行
所
で
調
べ
ら
れ

る
其
度
毎
に
、
注
意
に
注
意
を
加
へ
て
浚
つ
て
見
さ
せ
ら
れ
た
の
と
の
た
め
で

あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
〈
語
り
手
〉
の
注
釈
に
関
し
て
、
竹
内
常
一
は
、

喜
助
の
語
り
に
は
「
お
上
の
糾
問
と
か
れ
の
反
論
が
た
た
み
こ
ま
れ
て
い
る
」、

「
喜
助
の
語
り
は
、
喜
助
と
奉
行
を
共
著
者
と
す
る
調
書
な
の
だ
」
と
指
摘
す

る
。
竹
内
の
指
摘
す
る
通
り
、
喜
助
の
叙
述
は
、
奉
行
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ

な
が
ら
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
り
、
奉
行
が
喜
助
の
叙
述
に
納
得
し
て
判
決

を
下
し
た
筈
で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
は
喜
助
の
叙
述
に
対
し
て
条
理
的
だ
と
言

い
、「
調
書
」
と
も
言
え
る
喜
助
の
叙
述
の
正
当
性
を
認
め
て
い
る
の
だ
。
つ

ま
り
、〈
語
り
手
〉
は
こ
の
注
釈
で
、
な
ぜ
「
秩
序
外
存
在
」
と
も
言
え
る
喜

助
に
こ
れ
ほ
ど
条
理
的
な
話
が
語
れ
る
か
と
い
う
、
不
自
然
に
思
わ
れ
る
と
こ

ろ
を
追
加
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
喜
助
の
叙
述
を
事
実
と
し
て
読

む
べ
き
だ
と
考
え
る
。

喜
助
の
叙
述
を
事
実
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
喜

助
と
庄
兵
衛
と
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
相
位
の
世
界
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。〈
語
り
手
〉
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
互
い
に
相
対
化
さ
せ
ら
れ
る
、

庄
兵
衛
と
喜
助
の
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
完
結
し
た
世
界
な
の
だ
。
こ
の
〈
語
り
〉

こ
そ
、
田
中
が
言
う
「
客
観
描
写
」
の
達
成
す
る
条
件
、
一
つ
の
作
品
の
中
に

複
数
の
時
空
の
同
時
存
在
の
実
現
で
あ
る
。
庄
兵
衛
に
喜
助
を
そ
の
よ
う
に
捉

え
さ
せ
る
庄
兵
衛
自
身
の
必
然
性
を
語
り
、
同
時
に
庄
兵
衛
が
捉
え
ら
れ
な
い

喜
助
を
「
地
下
一
階
」
の
識
域
下
ま
で
描
き
出
す
に
は
、〈
語
り
手
〉
が
「
地

下
二
階
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
時
空
を
囲
い
込
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
作

品
の
表
現
に
内
包
す
る
「
地
下
二
階
」
の
「
言
語
以
前
」
の
領
域
は
、
同
時
に

存
在
す
る
複
数
の
世
界
の
断
絶
を
通
し
て
表
れ
る
の
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で

は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。『
高
瀬
舟
』
と
い
う
作
品
の
核
心
は
、
庄
兵
衛

と
喜
助
の
世
界
の
断
絶
を
相
対
化
さ
せ
る
次
元
で
語
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
他
の
『
高
瀬
舟
』
先
行
研
究
の
分
析
に
よ
っ
て
、
何
故
、〈
第
三
項
〉

論
の
よ
う
な
〈
読
み
〉
の
原
理
論
・
方
法
論
が
必
要
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
く
。

三
、
三
種
類
の
『
高
瀬
舟
』
論

で
は
、〈
語
り
〉
の
問
題
に
お
い
て
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
る
、
い

く
つ
か
の
『
高
瀬
舟
』
論
を
取
り
上
げ
て
み
る
。
一
種
類
目
は
、
視
点
人
物
＝

語
り
手
＝
作
者
だ
と
考
え
、
視
点
人
物
の
認
識
の
み
を
読
も
う
と
す
る
。
二
種

類
目
は
、
語
り
手
、
視
点
人
物
、
対
象
人
物
を
一
応
分
け
る
が
、
作
品
分
析
に

お
い
て
は
、
三
者
を
互
い
の
相
関
関
係
の
中
に
存
在
す
る
と
い
う
関
係
概
念
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
実
体
概
念
と
し
て
捉
え
る
た
め
、
登
場
人
物
の

メ
タ
レ
ベ
ル
に
位
置
す
る
〈
語
り
手
〉
の
位
相
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
論
は
ほ
と
ん
ど
の
先
行
研
究
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

三
種
類
目
は
そ
も
そ
も
〈
語
り
〉
の
問
題
を
問
題
と
せ
ず
に
、
叙
述
さ
れ
た
内

容
の
み
を
各
論
点
か
ら
論
じ
て
い
る
。
以
下
は
、
こ
の
三
種
類
の
そ
れ
ぞ
れ
の

（
14
）

（ 28 ）

都留文科大学研究紀要　第93集（2021年 3月）



特
徴
を
示
す
い
く
つ
か
の
論
を
取
り
上
げ
て
み
る
。

①
一
種
類
目
、
小
泉
浩
一
郎
論
に
つ
い
て

小
泉
浩
一
郎
の
「『
高
瀬
舟
』
論

―
〈
語
り
〉
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日

本
近
代
文
学
の
諸
相
』
明
治
書
院　

一
九
九
〇
年
）
は
、
鷗
外
が
「〈
近
代
〉

の
中
か
ら
〈
近
代
〉
を
批
判
す
る
」
と
い
う
視
座
に
据
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、
氏
の
読
み
で
は
、
鷗
外
が
「〈
近
代
〉
や
〈
自
我
〉」
の
も
た
ら
す
「
欲
望
」、

「
近
代
の
病
」
を
批
判
す
る
モ
チ
ー
フ
を
作
中
の
視
点
人
物
庄
兵
衛
の
認
識
に

託
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
次
の
引
用
文
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
氏
は
『
高

瀬
舟
』
の
視
点
人
物
＝
語
り
手
＝
作
者
だ
と
考
え
て
い
る
。

両
作
品
（『
高
瀬
舟
』
と
『
寒
山
拾
得
』、
筆
者
注
）
と
も
主
人
公
の
語
り

手
（
視
点
人
物
）
に
官
僚

―
身
分
・
役
職
の
高
下
こ
そ
あ
れ

―
を
設

定
し
、
そ
れ
ら
の
内
在
的
も
し
く
は
外
在
的
、
あ
る
い
は
意
識
的
も
し
く

は
無
意
識
的
な
自
己
否
定
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
た
る

プ
ロ
ッ
ト
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
に

お
い
て
内
在
的
も
し
く
は
外
在
的
に
自
己
否
定
を
強
い
ら
れ
る
二
人
の
存

在
（
庄
兵
衛
・
閭
丘
胤
）
は
、
軽
重
の
差
こ
そ
あ
れ
、
い
ず
れ
も
作
者
の

分
身
、
い
っ
そ
う
端
的
に
言
え
ば
、
作
者
（
鷗
外
）
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

氏
は
視
点
人
物
「
庄
兵
衛
の
主
観
の
展
開
」
を
読
む
の
が
作
品
の
「
主
題
・

モ
チ
ー
フ
の
客
観
的
把
握
に
至
る
途
」
だ
と
考
え
、
作
品
の
前
半
と
後
半
で
視

点
人
物
庄
兵
衛
が
考
え
て
い
た
「
知
足
」
と
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
の
問
題
が
作

品
の
主
題
だ
と
し
、
更
に
「
知
足
」
の
問
題
が
主
で
、「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
の

問
題
が
従
だ
と
主
張
す
る
。
そ
の
た
め
、『
縁
起
』
に
は
、「
知
足
」
の
問
題
に

触
れ
て
い
な
い
こ
と
、
安
楽
死
の
問
題
に
鷗
外
が
よ
り
興
味
を
惹
か
れ
た
と
書

い
た
こ
と
が
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
ズ
レ
が
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
理
由
に
、『
縁

起
』
で
鷗
外
が
「
嘘
」
を
つ
い
た
と
い
う
。

氏
は
「
庄
兵
衛
の
作
者
と
の
有
機
的
関
連
」
が
、「
作
品
前
半
に
お
い
て
は
、

申
し
分
な
く
十
二
分
に
機
能
し
え
た
」
と
い
う
が
、
作
品
後
半
に
書
か
れ
た
庄

兵
衛
の
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
ふ
外
な
い
と
い
ふ
念
」
の
部
分
に
、「
庄
兵
衛

と
作
者
の
離
れ
の
問
題
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、「
作
者
は
、
自
己
の
抱
懐
す
る

脱
〈
オ
オ
ト
リ
テ
エ
〉
の
主
題
・
モ
チ
ー
フ
を
十
全
に
充
足
す
べ
く
、
新
た
な

視
点
構
造

―
〈
語
り
〉
の
構
造
を
求
め
る
た
め
の
旅
に
出
る
。『
高
瀬
舟
』

脱
稿
後
、
直
ち
に
『
寒
山
拾
得
』
が
起
筆
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
が
そ

こ
に
あ
る
」
と
論
を
結
ん
だ
。

前
述
の
小
泉
論
は
深
遠
な
問
題
を
目
指
し
て
い
る
と
映
る
。
氏
は
、
鷗
外
が

「〈
近
代
〉
の
病
」
を
自
分
の
問
題
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
を
『
高
瀬
舟
』

か
ら
読
も
う
と
し
、
更
に
『
高
瀬
舟
』
の
「
作
品
史
的
位
置
」
を
明
確
に
し
よ

う
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
氏
の
論
に
は
以
下
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

小
泉
論
で
は
、「
視
点
人
物
に
お
け
る
認
識
ド
ラ
マ
に
作
者
の
主
題
意
識
や

モ
チ
ー
フ
を
託
し
え
た
」
と
考
え
、
視
点
人
物
＝
語
り
手
＝
作
者
だ
と
し
て
い

る
。
小
泉
論
に
従
っ
て
作
品
を
読
め
ば
、
庄
兵
衛
が
捉
え
た
よ
う
に
、
喜
助
が

弟
を
安
楽
死
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
喜
助
の

意
識
し
た
こ
と
、
誤
殺
で
あ
る
こ
と
と
は
異
な
る
。

こ
こ
だ
け
を
見
て
も
氏
が
論
じ
た
〈
語
り
〉
の
構
造
に
は
問
題
が
あ
る
と
分

か
る
だ
ろ
う
。
も
し
庄
兵
衛
の
認
識
だ
け
を
読
め
ば
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ

〈
語
り
手
〉
が
話
の
始
ま
る
前
に
第
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
表
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向
き
」
の
話
と
「
裏
向
き
」
の
話
の
双
方
を
相
対
化
さ
せ
る
仕
掛
け
を
施
し
た

り
、
わ
ざ
わ
ざ
フ
ラ
ン
ス
語
を
使
っ
て
自
分
の
位
相
の
違
い
を
突
出
さ
せ
た
り

す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
小
泉
論
と
作
品
の
こ
と
ば
の
仕
組
の
不
一
致

は
、
論
の
矛
盾
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
。
氏
は
、
作
品
後
半
の
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ

に
従
ふ
外
な
い
と
い
ふ
念
」
と
書
い
た
部
分
に
「
庄
兵
衛
と
作
者
の
離
れ
の
問

題
」
が
あ
る
と
指
摘
し
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

こ
こ
に
浮
び
上
る
も
の
は
、
作
品
前
半
に
お
い
て
、
徳
川
中
期
の
京
都
町

奉
行
配
下
の
同
心
を
視
点
人
物
に
設
定
し
、
視
点
人
物
に
お
け
る
認
識
ド

ラ
マ
に
作
者
の
主
題
意
識
や
モ
チ
ー
フ
を
託
し
え
た
、
作
品
『
高
瀬
舟
』

に
お
け
る
視
点
構
造

―
〈
語
り
〉
の
構
想
の
、
作
品
後
半
に
お
け
る
破

れ
、
即
ち
作
者
の
主
題
意
識
や
モ
チ
ー
フ
と
の
離
反
そ
れ
自
体
で
あ
る
、

と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
視
点
構
造
の
作
者
主
体

か
ら
の
離
れ
に
よ
っ
て
、
皮
肉
に
も
作
品
「
高
瀬
舟
」
は
、「
寛
政
の
頃
」

の
京
都
町
奉
行
配
下
の
同
心
庄
兵
衛
の
認
識
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
一
貫
性

―
す
な
わ
ち
庄
兵
衛
の
語
り
の
可
能
性
と
限
界
と
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
作
品
世
界
の
自
己
完
結
性
を
獲
得
し
え
た
、
と
言
え
よ
う
。

氏
が
こ
こ
で
論
及
す
る
の
は
、「〈
語
り
〉
の
構
造
」
の
「
破
れ
」
が
作
品
の

後
半
に
お
い
て
現
れ
た
が
、
逆
に
そ
の
「
破
れ
」
に
よ
っ
て
「
庄
兵
衛
の
語
り

の
可
能
性
と
限
界
」
が
語
ら
れ
、「
作
品
世
界
の
自
己
完
結
性
を
獲
得
し
た
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
論
理
の
矛
盾
が
あ
る
。
も
し
「〈
語
り
〉
の
構
造
」

に
破
綻
が
あ
れ
ば
、
作
品
は
「
完
結
」
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
も
し
作
品
が

「
完
結
」
し
て
い
る
な
ら
ば
、「〈
語
り
〉
の
構
造
」
が
破
綻
し
て
い
な
い
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
氏
が
指
摘
し
た
作
品
の
「〈
語
り
手
〉
の
構
造
」
の

「
破
れ
」
は
、
実
は
「
視
点
構
造

―
〈
語
り
〉
の
構
造
」
に
関
す
る
氏
自
身

の
捉
え
方
の
「
や
ぶ
れ
」
を
証
明
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、
読
み

手
の
捉
え
方
を
作
品
よ
り
優
先
さ
せ
る
論
じ
方
は
、
鷗
外
が
『
縁
起
』
で
嘘
を

つ
い
た
と
す
る
論
述
と
通
底
し
て
い
る
。

小
泉
論
が
こ
の
よ
う
な
自
己
矛
盾
に
陥
る
の
は
、
氏
が
作
品
か
ら
「
近
代
批

判
」
を
読
も
う
と
す
る
理
念
と
も
直
接
関
わ
っ
て
い
る
。
氏
の
結
論
と
し
て
は
、

「
作
者
は
、
自
己
の
抱
懐
す
る
脱
〈
オ
オ
ト
リ
テ
エ
〉
の
主
題
・
モ
チ
ー
フ
を

十
全
に
充
足
」
で
き
な
か
っ
た
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
の
は
、

氏
の
読
み
が
プ
ロ
ッ
ト
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
視
点
人
物
の
視
点
を

超
え
て
〈
語
り
手
〉
の
視
点
を
捉
え
、
プ
ロ
ッ
ト
を
支
え
る
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
を

捉
え
る
な
ら
、『
高
瀬
舟
』
が
「
近
代
批
判
」
の
み
な
ら
ず
、「
時
代
の
枠
組
み
」

そ
の
も
の
を
相
対
化
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
と
見
え
て
く
る
筈
で
あ
る
。

小
泉
論
は
視
点
人
物
の
視
点
＝
語
り
手
の
視
点
と
い
う
考
え
に
即
し
て
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
氏
の
よ
う
な
明
確
な
論
点
を
持
た
な
く
て
も
、『
縁
起
』
の

「
二
つ
の
大
き
い
問
題
」
を
作
品
の
主
題
だ
と
す
る
論
は
全
部
、
小
泉
論
と
同

じ
く
、
視
点
人
物
の
視
点
の
み
を
読
ん
で
い
る
と
言
え
る
。
二
種
類
目
の
先
行

研
究
も
、
実
質
的
に
は
こ
の
問
題
の
延
長
線
に
あ
る
の
で
あ
る
。
視
点
人
物
と

語
り
手
を
本
質
的
に
分
け
る
た
め
に
は
、〈
語
り
手
〉
と
い
う
概
念
自
体
が
実

体
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
ま
ず
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
認
識
の
欠
落

が
二
種
類
目
の
先
行
研
究
の
問
題
の
根
源
だ
と
考
え
る
。

②
二
種
類
目
、
滝
藤
満
義
論
に
つ
い
て

滝
藤
満
義
の
「『
高
瀬
舟
』

―
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
」（『
千
葉
大
学
人
文

研
究 
』
第
３
５
号　

二
〇
〇
六
年
三
月
）
の
冒
頭
部
で
は
、「
一
見
し
て
わ
か

る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
、
三
人
称
客
観
小
説
の
形
式
を
一
応
と
っ
て
い
る
。
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し
か
し
短
編
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
三
人
称
の
語
り
は
決
し
て
安
定

は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
ま
ず
論
旨
を
明
か
し
た
。
続
い
て
、
氏
は
三
好

行
雄
『
高
瀬
舟
』
論
を
踏
ま
え
て
、
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

比
較
的
早
い
時
期
に
、
三
好
行
雄
氏
が
こ
れ
を
問
題
に
し
、「
高
瀬
舟
」

本
文
に
「
三
つ
の
レ
ベ
ル
の
言
語
表
現
」
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。
三
つ
と
は
、
氏
に
よ
れ
ば
先
ず
は
「
作
者
に
属
す
る
言

述
」（
Ａ
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
作
品
全
体
の
、
三
人
称
の
語
り
を

担
う
「
語
り
手
」
の
言
述
で
あ
る
。
二
つ
目
は
「
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述
」

（
Ｂ
）
で
あ
る
。
三
好
氏
は
第
一
の
言
述
に
次
い
で
「
庄
兵
衛
を
視
点
人

物
と
し
て
つ
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
」
叙
述
が
現
わ
れ
る
と
し
て
こ
の
よ
う
に

名
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
義
に
は
Ａ
に
属
す
る
も
の
で
も
あ
ろ

う
。
客
観
小
説
の
語
り
手
は
、
い
わ
ば
全
知
の
語
り
手
で
あ
り
、
作
中
人

物
の
内
面
に
入
る
の
は
自
由
自
在
で
、
時
に
庄
兵
衛
を
視
点
人
物
に
選
ぶ

の
も
そ
の
権
能
の
う
ち
で
あ
る
。
三
好
氏
が
「
た
だ
し
庄
兵
衛
に
属
す
る

言
述
Ｂ
に
は
作
者 

＝
語
り
手
の
認
識
と
見
做
さ
れ
る
言
述
Ａ
が
時
に
混

在
し
て
い
る
」
と
、
あ
え
て
断
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

た
だ
、「
高
瀬
舟
」
の
語
り
手
（
Ａ
）
が
自
在
に
入
り
込
む
の
は
庄
兵
衛

だ
け
で
あ
り
、
こ
の
作
品
で
は
い
わ
ば
庄
兵
衛
の
内
面
が
特
権
化
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
も
事
実
で
、
三
好
氏
が
Ｂ
を
あ
え
て
立
て
る
の
も
故
の

な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
三
好
氏
の
言
う
三
つ
目
は
「
喜
助
が
み
ず

か
ら
の
行
動
と
心
理
を
明
か
す
た
め
の
、
直
接
話
法
に
よ
る
語
り
と
い
う

新
し
い
レ
ベ
ル
の
言
述
」（
Ｃ
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
広
義
に
は
Ａ
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
庄
兵
衛
と
違
っ
て
喜
助
の
内
面
に
は
一
歩

も
踏
み
込
も
う
と
せ
ず
、
喜
助
の
一
人
称
の
語
り
を
長
々
引
用
す
る
の
み

で
取
り
繕
う
の
で
、
こ
れ
も
一
つ
の
言
述
と
し
て
数
え
る
こ
と
が
出
来
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
論
述
の
後
に
、
氏
は
「
極
々
短
い
小
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作

者
は
何
故
こ
の
よ
う
に
語
り
の
レ
ベ
ル
を
三
重
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
」
と
い
う
疑
問
を
示
し
、
庄
兵
衛
の
「
喜
助
に
関
す
る
認
識
を
語
り
手
が
ど

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
も
全
く
わ
か
ら
な
い
し
」、
喜
助
の
「
内
面
の

核
心
部
分
は
何
も
明
か
さ
れ
な
い
に
等
し
い
」、「
語
り
の
レ
ベ
ル
の
三
重
化
が

悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
の
語
り
の
レ
ベ
ル
を
統
括
す

べ
き
Ａ
の
虚
弱
化
、
あ
え
て
言
え
ば
無
能
が
目
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
わ

れ
わ
れ
の
流
儀
で
言
い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
の
不
確
か
さ
で
あ

る
。
そ
し
て
先
走
っ
て
言
え
ば
、『
高
瀬
舟
』
解
釈
上
の
こ
れ
ま
で
の
混
乱
の
、

根
本
的
な
原
因
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」、
と
作
品
の
三
人
称
の
語

り
手
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。

滝
藤
は
論
の
最
後
で
、『
高
瀬
舟
』
の
三
人
称
の
語
り
手
の
「
ス
タ
ン
ス
の

曖
昧
」
さ
と
『
高
瀬
舟
』
の
後
に
鷗
外
が
史
伝
に
転
換
し
た
こ
と
を
関
連
づ
け

て
、「
西
洋
近
代
小
説
に
一
般
的
な
三
人
称
小
説
の
方
法
と
の
、
長
年
に
わ
た

る
格
闘
の
果
て
に
鷗
外
が
た
ど
り
着
い
た
の
は
、「
わ
た
く
し
」
と
い
う
一
人

称
の
語
り
手
を
擁
す
る
、
ど
う
し
た
っ
て
語
り
の
ス
タ
ン
ス
の
ブ
レ
様
の
な

い
、
彼
の
資
質
に
も
っ
と
も
適
し
た
、
独
自
の
史
伝
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
」

と
い
う
結
論
に
辿
り
着
い
て
い
る
。
こ
の
結
論
に
つ
い
て
、
氏
は
更
に
注
釈
の

中
で
、「
念
の
た
め
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
鷗
外
ひ
と
り
の
宿
命
で
は
な

く
、
日
本
の
近
代
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
形
は
違
え
、
お
お
む
ね
た
ど
っ
た
道
行
き

だ
っ
た
の
で
あ
る
」、
と
問
題
を
日
本
近
代
文
学
史
全
体
に
広
げ
て
い
る
。

（
15
）
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滝
藤
論
は
『
高
瀬
舟
』
の
語
り
の
構
造
分
析
か
ら
、
日
本
近
代
作
家
達
が
抱

え
る
「
三
人
称
客
観
小
説
」
の
語
り
の
問
題
ま
で
論
じ
よ
う
と
す
る
広
い
視
野

を
持
っ
て
い
る
。
氏
が
注
目
す
る
「
三
人
称
客
観
小
説
」
の
問
題
が
近
代
文
学

研
究
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
問
題
だ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
氏

の
見
解
に
は
賛
同
で
き
な
い
。

滝
藤
論
の
流
れ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
氏
は
「
三
人
称
小
説
」
の
語
り
の
あ

る
べ
き
形
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
、『
高
瀬
舟
』
論
の
語
り
の
「
ス
タ

ン
ス
」
が
不
確
か
だ
と
批
評
し
、
そ
の
こ
と
を
日
本
近
代
作
家
の
資
質
の
問
題

に
帰
着
し
た
の
で
あ
る
。
氏
の
論
述
か
ら
見
る
と
、
氏
は
三
人
称
の
語
り
手
に

よ
る
各
登
場
人
物
に
対
す
る
「
評
価
」
が
直
接
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
、
作
品

が
「
客
観
小
説
」
と
し
て
成
立
す
る
条
件
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ

か
ら
氏
は
、
直
接
各
人
物
に
対
し
て
直
接
「
評
価
」
を
し
な
い
『
高
瀬
舟
』
の

〈
語
り
手
〉
が
「
沈
黙
」
し
て
い
る
と
言
い
、
そ
の
「
沈
黙
」
が
「
客
観
小
説

の
語
り
手
」
の
「
無
能
」
の
た
め
だ
と
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
氏
は

庄
兵
衛
が
喜
助
の
話
を
捉
え
る
時
の
「
思
い
込
み
」
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
庄

兵
衛
の
認
識
に
関
す
る
語
り
手
の
評
価
は
何
も
示
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
書
い
て

い
る
。
滝
藤
論
の
問
題
点
を
、
本
論
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

前
述
引
用
の
傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
氏
は
三
好
が
分
け
た
三
つ
の
言

述
と
も
、「
広
義
に
は
」
語
り
手
の
言
述
に
属
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

な
ら
ば
、
視
点
人
物
の
言
述
も
、
対
象
人
物
の
言
述
も
、
語
り
手
に
よ
っ
て
意

図
的
に
そ
う
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
語
り
手
が
視
点
人
物
と

対
象
人
物
の
言
述
を
仕
組
む
こ
と
に
お
い
て
、
既
に
意
志
表
明
、「
評
価
」
を

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
氏
は
作
品
全
体
が
語
り
手
の
言
述
に
属
す

る
と
言
い
な
が
ら
、「
語
り
―
語
ら
れ
る
」
相
関
関
係
を
読
ま
ず
に
、〈
語
り
手
〉

が
「
沈
黙
」
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。

滝
藤
は
、「
客
観
小
説
の
語
り
手
は
、
い
わ
ば
全
知
の
語
り
手
で
あ
り
、
作

中
人
物
の
内
面
に
入
る
の
は
自
由
自
在
で
、
時
に
庄
兵
衛
を
視
点
人
物
に
選
ぶ

の
も
そ
の
権
能
の
う
ち
で
あ
る
」
と
断
り
な
が
ら
、「
た
だ
、「
高
瀬
舟
」
の
語

り
手
（
Ａ
）
が
自
在
に
入
り
込
む
の
は
庄
兵
衛
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
作
品
で
は

い
わ
ば
庄
兵
衛
の
内
面
が
特
権
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

氏
の
考
え
に
従
っ
て
考
え
る
と
、『
高
瀬
舟
』
の
〈
語
り
手
〉
は
「
全
知
」
の

三
人
称
の
〈
語
り
手
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
自
ら
「
全
知
」
す
る
視
座
を
放
棄
し
、

対
象
人
物
喜
助
の
内
面
が
見
え
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
全
知
」
の
語
り

手
で
あ
れ
ば
、
全
て
の
人
物
の
内
面
が
見
え
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
直

接
語
ら
な
い
形
で
語
っ
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
氏
は
、「
語

り
手
は
庄
兵
衛
と
違
っ
て
喜
助
の
内
面
に
は
一
歩
も
踏
み
込
も
う
と
せ
ず
、
喜

助
の
一
人
称
の
語
り
を
長
々
引
用
す
る
の
み
で
取
り
繕
う
の
で
」、
喜
助
の
「
内

面
の
核
心
部
分
は
何
も
明
か
さ
れ
な
い
に
等
し
い
」
と
考
え
て
い
る
。
田
中
論

の
中
で
論
じ
た
よ
う
に
、〈
語
り
手
〉
は
喜
助
に
直
接
話
法
で
語
ら
せ
る
形
で
、

庄
兵
衛
の
見
え
な
い
、
喜
助
当
人
も
認
識
で
き
な
い
喜
助
の
識
域
下
ま
で
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
作
品
が
「
庄
兵
衛
の
内
面
」
を
「
特
権
化
」
し
た
の
は
〈
語

り
手
〉
で
は
な
く
、
滝
藤
自
身
の
〈
読
み
〉
な
の
で
あ
る
。

滝
藤
論
の
問
題
の
根
源
は
、
何
故
語
り
の
レ
ベ
ル
を
三
重
化
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
と
い
う
氏
の
疑
問
に
端
を
発
す
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
氏
は
、〈
語

り
手
〉
が
「
語
り
―
語
ら
れ
る
」
相
関
関
係
の
中
に
あ
る
関
係
概
念
で
は
な
く
、

実
体
概
念
だ
と
考
え
て
い
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
視
点
人
物
庄
兵
衛
の
ま

な
ざ
し
を
超
え
て
対
象
人
物
の
内
面
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、〈
語
り
手
〉

の
位
相
が
は
っ
き
り
と
表
れ
た
の
で
あ
る
。
滝
藤
は
、
語
り
手
・
視
点
人
物
・

対
象
人
物
の
三
者
の
重
層
関
係
を
読
み
取
ろ
う
と
し
な
い
た
め
、〈
語
り
手
〉

が
「
沈
黙
」
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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氏
は
「
日
本
の
近
代
作
家
」
が
「
三
人
称
小
説
」
か
ら
「
一
人
称
小
説
」
へ

の
転
換
が
「
運
命
」
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
及
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に

至
る
の
は
、「
三
人
称
客
観
」
と
い
う
形
に
孕
む
「
虚
偽
」
の
問
題
と
如
何
に

対
峙
す
べ
き
か
と
い
う
、〈
近
代
小
説
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
最

も
根
源
的
な
認
識
の
問
題
だ
と
考
え
る
。
滝
藤
が
三
人
称
の
語
り
手
の
「
ス
タ

ン
ス
」
が
「
ブ
レ
な
い
」
こ
と
の
大
事
さ
を
強
調
す
る
の
は
、
三
人
称
客
観
小

説
の
〈
語
り
手
〉
が
あ
る
定
点
か
ら
幾
何
学
的
遠
近
法
を
も
っ
て
お
話
を
語
る

べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
従
っ
て
滝
藤
の

結
論
を
分
析
す
る
と
、
鷗
外
な
ど
の
日
本
近
代
作
家
が
生
身
の
語
り
手
が
い
な

い
か
の
如
く
幾
何
学
的
遠
近
法
的
に
語
る
語
り
方
に
は
馴
染
む
こ
と
が
で
き

ず
、
更
に
い
う
と
、
生
身
の
語
り
手
の
存
在
を
隠
す
よ
う
な
「
虚
偽
」
を
許
さ

な
か
っ
た
か
ら
、「
三
人
称
小
説
」
か
ら
「
一
人
称
小
説
」
へ
転
換
し
た
と
氏

は
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、〈
第
三
項
〉
論
分
析
で
論
じ
た
よ
う
に
、
三
人
称
客
観
描
写
が
成

立
す
る
に
は
、
三
人
称
の
〈
語
り
手
〉
が
「
ブ
レ
な
い
」
定
点
の
よ
う
に
な
る

の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
、
自
ら
自
分
の
語
っ
て
い
る
こ
と
を
、
多
視
線
の
語
り

に
よ
っ
て
互
い
に
相
対
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
必
須
で
あ
る
。
森
鷗
外
が
三

人
称
客
観
描
写
の
「
虚
偽
」
に
気
づ
き
、
三
人
称
か
ら
一
人
称
に
変
わ
っ
た
の

で
は
な
く
、
三
人
称
客
観
の
虚
偽
と
の
闘
い
こ
そ
、
鷗
外
の
三
人
称
小
説
の
前

提
条
件
な
の
で
あ
る
。
鷗
外
と
同
じ
系
譜
に
い
る
作
家
達
の
一
人
称
小
説
は
、

生
身
の
語
り
手
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
研
ぎ
澄
ま
せ
よ
う
と
す
る
自
然
主
義
文
学
と

は
違
っ
て
、
彼
ら
の
三
人
称
小
説
と
同
じ
く
表
現
の
「
虚
偽
」
と
闘
お
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、〈
第
三
項
〉
論
は
一
人
称
小
説
を
読
む
場
合
に

は
、
一
人
称
の
語
り
手
に
語
ら
せ
る
も
の
、
一
人
称
の
語
り
手
を
超
え
て
作
品

を
構
造
化
す
る
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
を
意
識
的
に
読
む
必
要
が
あ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

滝
藤
論
を
高
く
評
価
し
た
前
田
角
藏
論
も
、
滝
藤
論
と
同
じ
問
題
の
延
長
線

に
あ
る
と
考
え
る
。

③
二
種
類
目
、
前
田
角
藏
論
に
つ
い
て

前
田
は
「
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
論

―
「
沈
黙
の
人
二
人
」
を
ど
う
読
む
か

―
」（『
試
想
』
第
９
号　

二
〇
一
八
年
一
二
月
）
の
序
で
、「「
高
瀬
舟
」
は
、

〈
知
足
の
問
題
〉
や
〈
安
楽
死
の
問
題
〉
が
語
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

（
中
略
）
し
か
し
、
問
題
の
中
心
は
、「
高
瀬
舟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
う

い
う
作
者
な
り
語
り
手
の
意
志
そ
の
ま
ま
の
テ
ク
ス
ト
な
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
先
走
っ
て
言
っ
て
し
ま
え
ば
、「
高
瀬
舟
」
は
そ
う

い
う
作
者
な
り
語
り
手
の
当
初
の
意
志
を
超
え
た
世
界
を
作
り
上
げ
て
お
り
、

読
み
は
、「
次
第
に
ふ
け
て
ゆ
く
お
ぼ
ろ
夜
に
、
沈
黙
の
人
二
人
を
載
せ
た
高

瀬
舟
は
、
黒
い
水
の
面
を
す
べ
っ
て
い
っ
た
。」
と
い
う
最
後
の
二
行
の
読
み

へ
と
読
者
を
誘
い
こ
む
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
極
端
に
言
え
ば
、「
高

瀬
舟
」
は
、
二
人
の
会
話
を
通
し
て
、〈
知
足
の
問
題
〉
や
〈
安
楽
死
の
問
題
〉

を
超
え
て
、
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
〈
自
分
〉
と
向
き
合
い
、「
沈
黙
」
し

て
し
ま
っ
た
そ
の
内
実
は
何
で
あ
っ
た
か
を
問
う
こ
と
こ
そ
も
っ
と
も
大
切
な

読
み
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
論
旨
を
ま
と
め
て
い
る
。
続
い
て
、
庄
兵
衛

と
喜
助
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
「
新
し
い
〈
自
分
〉」
と
出
会
っ
た
の
か
、

そ
の
「
新
し
い
〈
自
分
〉」
と
の
出
会
い
を
仕
組
ん
だ
の
は
誰
で
あ
る
か
を
論

じ
て
い
る
。

氏
は
喜
助
が
弟
を
殺
し
た
の
は
ミ
ス
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
喜
助
が
自
分
の

ミ
ス
に
気
づ
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
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こ
こ
で
喜
助
が
思
わ
ず
語
っ
て
い
る
の
は
、
傍
点
の
個
所
で
明
ら
か
な

よ
う
に
自
分
の
ミ
ス
で
あ
る
。
／
喜
助
が
お
奉
行
に
自
白
し
て
い
る
時
に

は
こ
の
ミ
ス
に
は
気
が
付
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
、〈
裁
き

―
裁
か
れ

る
〉
関
係
性
の
な
か
で
の
白
洲
の
場
面
で
の
語
り
と
、
こ
こ
（
高
瀬
舟
の

中
、
筆
者
注
）
で
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
喜
助
は
裁
か
れ
る
恐
怖

か
ら
か
い
ほ
う
さ
れ
た
今
、
事
件
を
新
し
く
想
起
し
、
思
わ
ず
、
ミ
ス
（
真

実
）
を
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
／
喜
助
は
、
こ
こ
で
初

め
て
、
弟
を
殺
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
〈
犯
し
た
罪
〉
の
問
題
＝
闇

と
向
か
い
合
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
喜
助
の
沈
黙
が
始
ま
る
の
で

あ
る
。

庄
兵
衛
に
つ
い
て
は
、「
喜
助
が
語
っ
た
自
分
の
ミ
ス
に
つ
い
て
は
言
及
せ

ず
、「
苦
か
ら
救
い
」
と
い
う
一
点
で
、
喜
助
の
行
為
は
、〈
殺
し
〉
＝
罪
で
は

な
い
と
思
い
、
お
上
の
裁
き
に
疑
念
を
抱
い
て
い
る
」、「
庄
兵
衛
は
考
え
も
し

な
か
っ
た
〈
知
足
の
問
題
〉、
さ
ら
に
安
楽
死
を
通
し
て
見
え
て
き
た
お
上
の

〈
裁
き
一
般
〉
へ
の
懐
疑
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
こ
れ
ま

で
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
や
「
お
奉
行
様
」
を
一
度
も
疑
う
こ
と
な
く
生
き
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
人
生
そ
の
も
の
へ
の
深
い
問
い
か
け
、
疑
念
へ
向
か
わ

ざ
る
を
え
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
氏
は
喜
助
と
庄
兵
衛
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
の
変
化
を
論
じ
て
か

ら
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。

喜
助
は
、
庄
兵
衛
の
中
の
変
化
に
、
庄
兵
衛
は
喜
助
の
中
の
変
化
に
い

ず
れ
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
気
が
つ
い
て
い
る
の
は
誰
か
？
当
初
、
語
り

手
は
〈
知
足
の
問
題
〉
や
安
楽
死
の
問
題
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
縁
起

か
ら
も
わ
か
る
。
し
か
し
、
喜
助
と
庄
兵
衛
の
会
話
を
通
し
て
、
し
だ
い

に
二
人
が
、
自
分
の
自
覚
し
て
い
な
い
も
の
に
直
面
し
て
い
く
の
は
、
偶

然
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
や
は
り
語
り
手
の
語
り
の
意
志
の
中
に

繰
り
込
ま
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
が
語
り
手
の
意
志

を
超
え
た
と
い
う
よ
り
も
、〈
知
足
〉
と
〈
安
楽
死
〉
と
い
う
表
層
の
ド

ラ
マ
を
語
り
つ
つ
、
会
話
を
通
し
て
、
二
人
が
別
の
問
題
を
抱
え
込
む
ド

ラ
マ
へ
と
転
換
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
当
初
か
ら
の
作
者
の

意
図
で
も
あ
っ
た
。

前
田
論
は
、
作
品
か
ら
「
知
足
」
と
「
安
楽
死
」
を
超
え
た
問
題
を
読
ん
で

い
る
が
、
氏
の
論
述
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
ま
ず
、
喜
助
が
弟
を
殺
し
た
の
は

「
ミ
ス
」
だ
と
い
う
氏
の
捉
え
方
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
通

り
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
、
本
当
に
氏
の
言
う
よ
う
に
、
喜
助
が
高
瀬
舟
の
中

で
初
め
て
自
分
の
「
ミ
ス
」
に
気
づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
喜
助
が
事
件
の
経
緯

を
庄
兵
衛
に
語
る
時
に
最
初
か
ら
、「
ど
う
も
飛
ん
だ
心
得
違
で
、
恐
ろ
し
い

事
を
い
た
し
ま
し
て
」
と
言
い
、
自
分
が
「
ミ
ス
」
し
て
弟
を
殺
し
た
こ
と
を

認
め
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
喜
助
が
話
し
た
後
に
、
語
り
手
は
喜
助
の
話

に
対
し
て
、「
こ
れ
は
半
年
程
の
間
、
當
時
の
事
を
幾
度
も
思
ひ
浮
べ
て
見
た

の
と
、
役
場
で
問
は
れ
、
町
奉
行
所
で
調
べ
ら
れ
る
其
度
毎
に
、
注
意
に
注
意

を
加
へ
て
浚
つ
て
見
さ
せ
ら
れ
た
の
と
の
た
め
で
あ
る
」
と
は
っ
き
り
語
っ
て

お
り
、
喜
助
が
庄
兵
衛
に
向
か
っ
て
話
し
た
こ
と
は
既
に
何
度
も
お
奉
行
に
話

し
た
こ
と
な
の
だ
。
お
奉
行
も
喜
助
の
話
を
正
確
に
捉
え
、「
心
得
違
い
」
の

殺
人
だ
と
裁
断
し
た
か
ら
、
今
喜
助
が
高
瀬
舟
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
前
田
は
〈
語
り
手
〉
の
こ
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、〈
語
り
手
〉

が
喜
助
の
「
そ
の
証
言
の
矛
盾
（
語
る
こ
と
の
怖
さ
）
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
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な
い
」
と
言
う
。
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
喜
助
の
証
言
に
は
そ
も
そ
も
「
矛
盾
」

が
な
い
の
で
あ
り
、「
矛
盾
」
し
て
い
る
の
は
、
氏
の
読
み
と
作
品
の
〈
語
り
〉

で
あ
る
。

前
田
の
読
み
に
内
包
す
る
氏
の
中
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
考
え
て
み
た
い
。
氏
は
喜

助
の
話
し
た
弟
殺
し
の
経
緯
が
喜
助
の
「
ミ
ス
」
だ
と
気
づ
い
て
い
る
が
、
そ

れ
だ
と
喜
助
の
晴
れ
や
か
さ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、

も
し
そ
の
晴
れ
や
か
さ
が
、
喜
助
が
ま
だ
自
分
の
「
罪
」
に
気
づ
か
な
い
内
の

も
の
で
あ
れ
ば
問
題
が
解
決
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
超

超
す
る
生
を
生
き
る
喜
助
の
内
界
の
出
来
事
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
中
で
説
明
し

よ
う
と
し
て
破
綻
が
生
じ
た
典
型
の
一
つ
で
あ
る
。

庄
兵
衛
に
関
す
る
氏
の
論
述
も
作
品
と
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
。
作
品
に

書
い
て
い
る
の
は
、
庄
兵
衛
は
喜
助
が
弟
を
「
苦
か
ら
救
つ
て
遣
ら
う
と
思
つ

て
命
を
絶
つ
た
」
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
庄
兵
衛
は
喜
助
が
意
識
的
に
弟
を

死
な
せ
た
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
喜
助
の
「
ミ
ス
」
だ
っ
た
と
は
ま
っ
た

く
考
え
て
い
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
氏
の
論
で
は
、
庄
兵
衛
は
「
喜
助
が
語
っ

た
自
分
の
ミ
ス
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、「
苦
か
ら
救
い
」
と
い
う
一
点
で
」、

喜
助
の
行
為
が
罪
だ
と
言
え
る
の
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
た
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
書
き
方
だ
と
、
庄
兵
衛
が
喜
助
の
「
ミ
ス
」
に
気
づ
い
た
か
も
し
れ
な
い

が
、「『
苦
か
ら
救
い
』
と
い
う
一
点
」
だ
け
を
問
題
に
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う

に
作
品
内
容
を
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
来
〈
語
り
手
〉
に

よ
っ
て
相
対
化
さ
せ
ら
れ
た
庄
兵
衛
の
認
識
が
、
前
田
論
で
は
そ
の
ま
ま
認
め

ら
れ
て
し
ま
い
、
庄
兵
衛
の
「
内
面
の
変
化
」
が
作
品
テ
ー
マ
の
一
部
と
さ
れ

て
い
る
。

前
田
論
の
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
作
品
の
語
り
の
構
造
に
対
す
る
氏
の
理
解
に

根
差
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
前
に
引
用
し
た
前
田
論
の
「
序
」
の

傍
線
部
と
結
論
部
分
の
傍
線
部
に
よ
く
現
れ
て
い
る
。
そ
の
傍
線
部
に
は
、
作

家
・「
作
者
」・
語
り
手
の
ぞ
れ
ぞ
れ
の
概
念
の
違
い
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念

と
作
品
の
関
係
と
い
う
、〈
読
み
〉
の
原
理
論
に
関
わ
る
基
本
的
な
問
題
を
内

包
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

氏
は
「
序
」
で
は
、『
縁
起
』
に
書
か
れ
た
二
つ
の
問
題
が
「
作
者
な
り
語

り
手
の
当
初
の
意
志
」
だ
と
し
、「「
高
瀬
舟
」
は
そ
う
い
う
作
者
な
り
語
り
手

の
当
初
の
意
志
を
超
え
た
世
界
を
作
り
上
げ
」
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
、
氏

の
結
論
と
し
て
は
、
そ
の
二
つ
の
問
題
か
ら
他
の
ド
ラ
マ
へ
と
転
換
さ
せ
る
の

は
「
語
り
手
の
語
り
の
意
志
の
中
に
繰
り
込
ま
れ
て
い
た
も
の
」
で
あ
り
、「
当

初
か
ら
の
作
者
の
意
図
で
も
あ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
で
は
結
局
、「
作

者
」・「
語
り
手
」
の
「
当
初
」
の
「
意
志
」・「
意
図
」
は
『
縁
起
』
に
あ
る
二

つ
の
問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
二
つ
の
問
題
か
ら
別
の
問
題
へ
と
転
換
さ

せ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
氏
は
そ
の
矛
盾
す
る
双
方
と
も
「
作
者
」・「
語
り
手
」

の
「
当
初
」
の
「
意
志
」・「
意
図
」
だ
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
言
説
の
矛
盾

は
、
氏
の
中
に
あ
る
概
念
の
混
乱
が
齎
す
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。　

こ

の
概
念
の
混
乱
を
是
正
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
、
田
中
が
考
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の

概
念
の
違
い
、
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
峻
別
す
る
こ
と
の
意
味
に
関
す
る
論

述
を
引
用
し
て
お
く
。

〈
作
者
〉
は
作
品
内
部
に
内
在
し
、〈
語
り
手
〉
と
〈
語
り
手
を
超
え
る

も
の
〉
を
統
括
す
る
機
能
と
し
て
存
在
す
る
。
歴
史
的
に
実
在
す
る
生
身

の
作
家
と
は
区
別
し
て
用
い
て
い
る
。
生
身
の
作
家
は
自
ら
の
作
品
に
対

し
て
、
一
読
者
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
改
稿
の
特
権
を
有
し
て
い
る
が
。

／
（
中
略
）
／
バ
ル
ト
は
、
テ
ク
ス
ト
は
読
者
の
中
に
し
か
存
在
せ
ず
、

〈
元
の
文
章
〉
は
物
質
で
あ
る
の
で
、
そ
の
物
質
の
制
作
者
は
死
ん
で
い
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る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
〈
作
者
〉
と
〈
作
家
〉
を
峻
別
す
る
と
、

バ
ル
ト
の
唱
え
た
「
作
者
の
死
」
は
効
力
を
薄
め
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
作
家
〉

は
、
読
書
行
為
の
外
に
生
身
の
実
体
と
し
て
存
在
す
る
し
、〈
作
者
〉
は

読
書
行
為
の
な
か
に
現
象
す
る
〈
こ
と
ば
の
仕
組
み
〉
か
ら
抽
出
す
る
機

能
で
あ
る
か
ら
、〈
作
家
〉
も
〈
作
者
〉
も
死
な
な
い
。

田
中
の
よ
う
に
各
概
念
を
峻
別
し
た
上
で
前
田
の
い
う
こ
と
を
整
理
す
る

と
、『
縁
起
』
に
書
か
れ
た
二
つ
の
問
題
は
〈
作
家
〉
森
鷗
外
の
執
筆
動
機
で

あ
る
が
、『
高
瀬
舟
』
と
い
う
作
品
に
お
い
て
、〈
作
者
〉
は
「
当
初
か
ら
」
こ

の
二
つ
の
問
題
と
は
別
の
こ
と
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
意
図
し
て
お
り
、
そ
の
モ

チ
ー
フ
が
〈
語
り
手
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
筈
で

あ
る
。
但
し
、〈
作
者
〉
の
意
図
は
視
点
人
物
の
ま
な
ざ
し
を
相
対
化
さ
せ
、

メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
を
読
み
取
っ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
。
前
田
論
は
視
点
人
物
の

ま
な
ざ
し
を
相
対
化
で
き
ず
、
プ
ロ
ッ
ト
分
析
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
っ
て
い
る
故

に
、
一
方
で
庄
兵
衛
が
捉
え
た
喜
助
の
「
知
足
」
に
「
庄
兵
衛
の
早
合
点
、
思

い
込
み
が
あ
っ
た
」
と
言
い
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
、
庄
兵
衛
の
人
物
設
定
の

「
そ
の
奥
に
は
、
晩
年
に
な
っ
て
大
き
く
変
貌
し
た
鷗
外
が
い
た
」
と
言
っ
て

い
る
。
前
田
論
の
最
初
の
と
こ
ろ
で
、「
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
喜
助
は
、
了
解
不

能
の
他
者
と
し
て
立
ち
現
れ
」
て
い
る
と
言
う
が
、
実
は
、
庄
兵
衛
に
と
っ
て

喜
助
は
「
了
解
不
能
の
他
者
」
と
し
て
現
れ
ず
、
如
何
に
庄
兵
衛
の
「
わ
た
し

の
な
か
の
他
者
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
を
相
対
化
し
て
読
む
こ
と
こ

そ
、〈
語
り
手
〉
の
ま
な
ざ
し
を
読
み
、「
作
者
の
意
図
」
を
読
む
こ
と
な
の
だ
。

だ
か
ら
、〈
他
者
〉
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
、田
中
が
主
張
す
る
よ
う
に
、〈
了

解
不
能
の
他
者
〉
と
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
を
峻
別
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

④
三
種
類
目
、
高
野
奈
保
論
に
つ
い
て

前
述
し
た
一
種
類
目
と
二
種
類
目
の
先
行
研
究
が
「
語
り
―
語
ら
れ
る
」
相

関
関
係
を
読
ま
ず
に
、〈
語
り
手
〉
を
実
体
概
念
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対

し
て
、
三
種
類
目
の
先
行
研
究
は
〈
語
り
手
〉
を
読
む
問
題
意
識
そ
の
も
の
が

欠
落
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
読
み
方
が
ど
の
よ
う
な
読
み
を
も

た
ら
す
か
、
こ
こ
で
は
一
例
だ
け
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

高
野
奈
保
は
「〈
例
外
〉
の
物
語

―
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
論
」（『
立
教
大

学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
二
〇
一
五
年
八
月
）
の
中
で
、
作
品
内
容
を
「〈
通

例
〉」
と
「〈
例
外
〉」
に
分
類
し
、「
こ
の
小
説
を
〈
通
例
〉
と
〈
例
外
〉
の
中

で
常
に
揺
れ
動
く
物
語
と
し
て
」
読
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
庄
兵
衛
が
「
喜
助

の
頭
か
ら
毫
光
が
さ
す
や
う
に
思
つ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
喜
助
は
、
庄
兵

衛
の
中
で
『
人
』
な
ら
ぬ
存
在
と
し
て
、〈
例
外
〉
中
の
〈
例
外
〉
と
し
て
映
っ

た
の
で
あ
る
」
と
言
い
、こ
の
「
庄
兵
衛
が
喜
助
に
発
見
し
た
仏
性
と
い
う
〈
例

外
〉」
は
、「
庄
兵
衛
の
好
意
に
満
ち
た
誤
解
と
、『
只
漠
然
と
』
思
っ
た
『
人

の
一
生
』
と
い
う
飛
躍
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
た
。
氏
が
こ

の
よ
う
に
考
え
る
理
由
の
一
部
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

喜
助
本
人
は
、「
鳥
目
二
百
文
」
を
「
島
で
す
る
為
事
の
本
手
に
し
よ
う

と
楽
ん
で
を
り
ま
す
。」
と
話
し
て
い
る
。
こ
れ
は
庄
兵
衛
の
言
う
「
蓄

が
あ
つ
て
も
、
又
其
蓄
が
も
つ
と
多
か
つ
た
ら
と
思
ふ
」
か
ら
出
て
く
る

計
画
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
喜
助
は
仏
と
い
う
〈
例
外
〉
で
は
な
く

「
人
」
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
高
野
は
、
喜
助
の
弟
殺
害
を
安
楽
死
だ
と
捉
え
る
「
庄
兵
衛
の
把
握

も
、
実
は
喜
助
の
話
と
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
喜
助
は
條
理

（
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の
立
つ
説
明
で
、『
心
得
違
』
に
よ
る
犯
行
、
つ
ま
り
〈
通
例
〉
に
属
す
る
犯

行
だ
と
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
庄
兵
衛
は
こ
こ
で
も
、
喜
助
の
行
動
に
対
し

て
好
意
的
な
解
釈
を
行
っ
た
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
論
述
を
経
て
、
氏
は
以

下
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

喜
助
は
、「
心
得
違
」
と
い
う
〈
通
例
〉
の
罪
を
犯
し
た
も
の
の
、
遠
島

を
「
難
有
い
」
と
思
う
〈
例
外
〉
的
な
罪
人
、
つ
ま
り
、〈
通
例
〉
と
〈
例

外
〉
の
要
素
を
両
方
を
備
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
お
そ
ら
く
〈
通

例
〉
ど
お
り
の
同
心
で
あ
っ
た
ろ
う
庄
兵
衛
は
、
喜
助
を
通
じ
て
〈
例
外
〉

の
態
度
を
知
り
、〈
通
例
〉
と
〈
例
外
〉
の
間
で
思
い
悩
む
存
在
に
な
っ

た
と
言
え
る
。
／
そ
れ
で
も
、
庄
兵
衛
が
〈
例
外
〉
の
側
に
傾
く
可
能
性

は
低
い
と
思
わ
れ
る
。
二
人
は
「
沈
黙
の
人
」
に
な
り
、
高
瀬
舟
は
「
黒

い
水
の
面
を
す
べ
つ
て
」
行
く
か
ら
だ
。（
中
略
）
／
「
高
瀬
舟
」
は
、

高
瀬
舟
と
い
う
〈
通
例
〉
の
中
で
、
喜
助
と
庄
兵
衛
が
〈
通
例
〉 

と
〈
例

外
〉
の
間
を
揺
れ
動
く
物
語
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

高
野
論
に
お
け
る
庄
兵
衛
の
認
識
を
相
対
化
す
る
読
み
方
に
は
首
肯
す
る
。

し
か
し
、
高
野
論
の
流
れ
か
ら
読
め
ば
、
氏
は
庄
兵
衛
の
勘
違
い
を
指
摘
し
な

が
ら
、
結
論
で
は
た
だ
〈
通
例
〉
と
〈
例
外
〉
と
い
う
氏
の
分
類
法
で
作
品
内

容
を
ま
と
め
て
お
り
、
庄
兵
衛
の
勘
違
い
の
問
題
が
そ
の
ま
ま
素
通
り
さ
れ
て

い
る
。
も
し
庄
兵
衛
が
勘
違
い
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
の
勘
違
い
が
何

故
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
、
熟
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
庄
兵
衛
の

勘
違
い
が
語
ら
れ
る
理
由
、
そ
の
意
図
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
作
品
の
語
り
の

構
造
を
問
題
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

高
野
論
は
語
り
の
構
造
に
関
す
る
問
題
意
識
自
体
が
欠
落
し
て
い
る
た
め

に
、
庄
兵
衛
の
勘
違
い
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
喜
助
の
内
面
の
出
来
事
が
見
え

な
い
。
引
用
部
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
枠
組
の
中
で
異
次

元
の
生
を
生
き
る
喜
助
を
読
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
の
喜
助
に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
が
も
う
仮
初
の

も
の
で
し
か
な
く
、
喜
助
に
と
っ
て
の
、「
二
百
文
」
を
「
元
手
」
に
す
る
こ

と
の
意
義
・
価
値
も
仮
初
の
世
界
の
中
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
世
の
中
一

般
が
持
つ
欲
望
同
様
に
考
え
る
の
は
、
見
当
違
い
だ
ろ
う
。

高
野
論
以
外
に
も
、〈
語
り
〉
の
問
題
を
問
題
と
し
な
い
論
文
が
数
多
く
存

在
す
る
。
例
え
ば
、「
安
楽
死
」
や
「
知
足
」
の
歴
史
的
、
思
想
的
背
景
な
ど

に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
が
複
数
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
論
は
、
作
品
を
理
解
す
る

た
め
の
補
助
材
料
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
作
品
を
語
り
の
力
学
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
一
個
の
有
機
体
と
し
て
読
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
、〈
語
り
〉
の
問
題
に
お
け
る
三
種
類
の
先
行
研
究
を
分
析
し
た
結
果
、

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
け
る
共
通
す
る
問
題
は
、
表
層
の
語
ら
れ
た
こ
と
だ

け
を
読
み
、「
語
り
・
語
ら
れ
る
相
関
関
係
」
を
読
ん
で
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
読
み
方
の
背
後
に
は
、〈
近
代
小
説
〉
を
主
客
二
元
論
で
捉
え
よ

う
と
す
る
根
源
的
な
問
題
が
隠
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

結
び
に

本
論
は
『
高
瀬
舟
』
の
先
行
研
究
と
〈
第
三
項
〉
論
が
提
唱
す
る
〈
読
み
〉

の
原
理
論
・
方
法
論
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
何
故
、
近
代
文
学
研
究
に
は
〈
読

み
〉
の
準
拠
枠
が
必
要
で
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
な
準
拠
枠
が
必
要
で
あ
る
か
を
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論
じ
た
。既
に
「
は
じ
め
に
」
で
書
い
た
よ
う
に
、〈
読
み
〉
の
準
拠
枠
と
は
「
正

解
」
に
導
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
「
正
解
」
と
は
何
か
を
問
い
続
け

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
読
み
」
に
「
正
し
い
」
も
「
間
違
い
」
も
な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、

と
言
っ
て
、「
正
し
い
」
と
か
「
間
違
い
」
と
い
う
〈
問
題
そ
の
も
の
〉

が
な
く
な
っ
た
か
と
言
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

そ
の
逆
、
自
明
の
「
正
解
」
が
消
え
、
そ
の
〝
謎
”
を
問
う
、〝「
正
解
」

と
は
何
か
と
い
う
問
い
”
が
逆
に
新
た
に
浮
上
し
た
の
で
す
。（
中
略
）

仮
そ
め
の
「
正
解
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
解
釈
共
同
体
・

文
化
共
同
体
と
ど
う
向
き
合
う
か
、「
読
み
」
の
対
象
は
こ
こ
に
広
が
り
、

「
読
む
こ
と
を
読
む
」
領
域
を
含
め
、
文
学
作
品
の
文
章
が
そ
の
読
み
手

に
い
か
に
現
象
し
、
そ
れ
が
い
か
に
価
値
が
あ
り
、
い
か
に
意
味
が
あ
る

か
、
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
の
で
す
。
言
わ
ば
、

文
学
研
究
は
こ
れ
ま
で
の
「
正
解
」
や
「
正
し
さ
」
に
向
か
う
べ
き
だ
と

い
う
脅
迫
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く
真
・
偽
、「
正
し

さ
」
や
「
誤
り
」
と
い
う
範
疇
で
は
な
く
、
こ
と
ば
一
般
か
ら
特
に
〝
生

き
る
に
価
値
あ
る
言
語
”、
す
な
わ
ち
、〈
文
学
の
こ
と
ば
〉
と
い
う
特
殊

な
言
語
の
研
究
が
拓
け
る
領
域
を
手
に
入
れ
た
の
で
す
。（
田
中
実
「
ま

え
が
き
に
代
え
て
―
―
「
極
点
」
を
通
過
し
て
―
―
」『「
読
む
こ
と
の
倫

理
」
を
め
ぐ
っ
て 

』
右
文
書
院 2003

）

本
論
で
は
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
を
比

較
分
析
し
た
の
は
、
ど
の
読
み
が
正
し
い
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
で
は
な

く
、
語
り
え
ぬ
領
域
を
内
包
す
る
〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
を
読
む
た
め
に
は
読

み
手
の
自
己
相
対
化
、「
読
む
こ
と
を
読
む
」
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
た

め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す
る
原
理
論
と
方
法
論
は
、〈
第
三
項
〉
論
が
提

供
し
て
い
る
。〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
近
代
文
学
研
究

の
あ
る
べ
き
形
と
文
学
教
育
の
あ
る
べ
き
形
を
理
解
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ

れ
は
同
時
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
近
代
文
学
史
の
書
き
換
え
を
要
求
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。

文
学
研
究
に
お
い
て
何
故
〈
第
三
項
〉
論
が
有
効
で
あ
る
か
を
統
括
的
に
言

う
と
、
永
遠
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
概
念
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
捉
え
た

も
の
を
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
力
学
が
生
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
力
学
の

中
で
こ
そ
、
読
者
と
文
学
作
品
の
双
方
の
生
命
が
同
時
に
生
か
さ
れ
て
い
く
と

考
え
る
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
に
喧
伝
さ
れ
た
〈
読
み
〉
の
ナ
ン
デ
モ
ア
リ
の
中
で
衰

弱
さ
せ
ら
れ
た
文
学
の
力
は
、
永
遠
に
捉
え
ら
れ
な
い
客
体
の
文
章
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
そ
の
も
の
＝
〈
第
三
項
〉
を
拠
点
と
す
る
力
学
が
齎
す
、
自
己
の
〈
読

み
〉
を
相
対
化
し
続
け
る
永
久
運
動
の
中
で
、
蘇
生
す
る
の
で
あ
る
。

捉
え
て
い
る
物
事
を
ア
プ
リ
オ
リ
の
実
体
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
永
遠
に
捉
え

ら
れ
な
い
も
の
を
概
念
化
す
る
の
が
空
し
く
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

世
界
は
言
語
を
介
在
さ
せ
て
現
れ
る
と
認
識
す
る
と
、
捉
え
て
い
る
世
界
が
現

れ
る
以
前
、〈
言
語
以
前
〉
が
生
き
る
根
拠
と
な
る
。〈
言
語
以
前
〉
を
生
き
る

拠
点
に
す
る
こ
と
は
、〈
神
〉
の
視
座
に
座
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ

の
逆
、
自
分
が
言
語
に
よ
っ
て
捉
え
た
世
界
を
絶
対
化
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
田
中
の
い
う
「
三
人
称
客
観
」
の
成
立
、〈
近
代
小
説
〉
の
神

髄
の
〈
語
り
〉
と
通
底
し
て
い
る
。
最
初
か
ら
全
知
全
能
の
神
の
視
座
に
座
っ

て
い
る
つ
も
り
で
各
人
物
に
ま
つ
わ
る
出
来
事
を
語
る
「
語
り
手
」
は
、〈
わ

た
し
の
な
か
の
他
者
〉
を
語
る
こ
と
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
印
象
描
写
し
か
で
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き
な
い
。
客
観
描
写
は
、
登
場
人
物
同
士
の
〈
了
解
不
能
〉
の
他
者
性
を
描
き

出
す
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。〈
了
解
不
能
〉
の
他
者
同
士
が
混
在
す
る

作
品
に
は
、
複
数
の
世
界
が
同
時
に
存
在
し
、
同
時
に
存
在
す
る
複
数
の
世
界

の
断
絶
が
、「
言
語
以
前
」
の
領
域
を
介
在
さ
せ
る
〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
を

表
す
の
で
あ
る
。
語
ら
れ
て
い
る
登
場
人
物
の
〈
了
解
不
能
〉
の
他
者
性
を
描

き
出
す
た
め
に
は
、
語
っ
て
い
る
主
体
の
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
の
自
己
相
対
化
が
要

求
さ
れ
、〈
第
三
項
〉
論
に
基
づ
く
批
評
の
矢
先
も
、
絶
え
ず
、
批
評
す
る
主

体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

注

1 　

田
中
実
の
論
文
「〈
近
代
小
説
〉
の
神
髄
は
不
条
理
、
概
念
と
し
て
の
〈
第
三
項
〉

が
こ
れ
を
拓
く

―
鷗
外
初
期
三
部
作
を
例
と
し
て

―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇

一
八
年
八
月
）、「
あ
と
が
き
に
代
え
て

―
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
を
解
放
す
る
〈
近
代

小
説
〉
の
神
髄

―
」（『
第
三
項
理
論
が
拓
く
文
学
研
究
／
文
学
教
育　

高
校
編
』

明
治
図
書　

二
〇
一
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉

論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「
村
上
春
樹
の
「
地
下
二
階
」
を
生
の
領
域
に
す

る
と
は
？
」（
二
〇
二
〇
年
九
月
九
日
）
に
は
、「
我
々
人
類
は
近
代
社
会
に
な
る
と
、

科
学
の
進
歩
と
相
俟
っ
て
、
主
観
的
真
実
の
外
部
に
客
観
的
真
実
、
客
観
的
現
実

が
あ
る
と
信
じ
て
き
ま
し
た
。
日
本
の
近
代
文
学
は
、
自
然
主
義
文
学
以
降
、
私

小
説
、
戦
後
文
学
も
、
い
わ
ば
こ
の
上
げ
底
の
中
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら

悪
い
と
は100

％
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
逆
、
こ
れ
こ
そ
近
代
小
説
の
本
流
、

こ
れ
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
ま
ず
始
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
が
近
代
小

説
の
神
髄
と
呼
ん
で
い
る
作
品
群
は
、
分
か
り
に
く
い
「
地
下
二
階
」
を
抱
え
込

ん
で
あ
る
の
で
す
。
あ
ま
ん
文
学
も
村
上
春
樹
の
文
学
も
漱
石
、
鷗
外
の
文
学
も
、

リ
ア
リ
ズ
ム
の
権
化
と
考
え
ら
れ
て
い
る
志
賀
直
哉
の
文
学
も
そ
う
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
近
代
小
説
の
神
髄
と
呼
ぶ
べ
き
作
品
の
作
家
た
ち
の
中
に
は
、
芥
川
龍

之
介
や
太
宰
治
、
三
島
由
紀
夫
、
川
端
康
成
な
ど
、
自
死
を
選
ん
だ
者
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
い
る
。

2 　
「『
高
瀬
舟
』

―
研
究
史
と
作
品
論
」（「
別
冊
国
文
学
・
森
鷗
外
必
携
」
一
九

八
九
年
）

3 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「『
高
瀬
舟
』

は
「
読
む
こ
と
」
の
問
題
が
満
載
（
２
）（
更
新
）」（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
七
日
）

と
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「『
高
瀬
舟
』
は
読
む
こ
と
の
問

題
が
満
載
（
５
）」（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
七
日
）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

4 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「『
高
瀬
舟
』

は
読
む
こ
と
の
問
題
が
満
載
（
５
）」（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
七
日
）

5 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「『
高
瀬
舟
』

に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
に
お
応
え
し
ま
す
。」（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
八
日
）

6　

注
5
と
同
じ
。

７ 　

菅
聡
子
は
「
森
鷗
外
の
『
高
瀬
舟
』
を
〈
読
む
こ
と
〉」（『
文
学
の
力
×
教
材
の

力　

中
学
校
編
３
年
』
教
育
出
版　

二
〇
〇
一
年
）
で
、「『
喜
助
の
一
人
称
語
り
』

を
そ
の
ま
ま
『
喜
助
の
内
面
』
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

語
り
は
騙
り
で
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
柳
澤
浩
哉
は
「『
高
瀬

舟
』
の
真
相

―
小
説
史
上,

最
も
読
者
を
欺
い
た
殺
人
犯
」（『
広
島
大
学
日
本
語

教
育
研
究 

（
２
０
）』
二
〇
一
〇
年
九
月
）
の
中
で
、「
喜
助
の
話
は
信
用
で
き
な
い
」

と
語
っ
て
い
る
。　

滝
藤
満
義
は
「『
高
瀬
舟
』

―
語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
」（『
千

葉
大
学
人
文
研
究 

』
第
３
５
号　

二
〇
〇
六
年
三
月
）
の
中
で
、「
勘
ぐ
れ
ば
喜
助

の
紡
ぐ
兄
弟
の
物
語
も
、
彼
が
獄
中
自
ら
の
罪
を
反
芻
す
る
中
で
、
自
分
の
気
持

ち
と
よ
う
や
く
折
り
合
わ
せ
た
物
語
と
い
う
要
素
も
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
の
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で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
語
っ
て
い
る
。

８　

注
７
の
中
の
滝
藤
満
義
論
文
。

９ 　
「
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
論

―
「
沈
黙
の
人
二
人
」
を
ど
う
読
む
か

―
」（『
試
想
』

第
９
号　

二
〇
一
八
年
一
二
月
）

10 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「
更
新
・『
高

瀬
舟
』
は
「
読
む
こ
と
」
の
問
題
が
満
載
（
３
）」（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
日
）

11 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「『
高
瀬
舟
』

は
読
む
こ
と
の
問
題
が
満
載
（
４
）」（
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
三
日
）

12　

注
１
０
と
同
じ
。

13 　

田
中
実
の
ブ
ロ
グ
「〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
近
代
小
説
」
の
記
事
「
昨
日
の
講
座

の
こ
と
」（
二
〇
二
〇
年
八
月
三
〇
日
）

14 　
「〈
再
審
の
場
〉
と
し
て
の
『
高
瀬
舟
』」（『〈
新
し
い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教

材
論
〉
へ　

１
』
右
文
書
院　

一
九
九
九
年
）、「
消
さ
れ
る
語
り
、
聞
き
と
ら
れ

な
い
語
り
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
四
年
八
月
）

15　

注
２
と
同
じ
。

16 　
「〈
原
文
〉
と
い
う
第
三
項

―
プ
レ
〈
本
文
〉
を
求
め
て
」
の
中
の
「
キ
ー
ワ
ー

ド
の
た
め
の
試
み
」
部
分
（『
文
学
の
力
×
教
材
の
力
』
理
論
編　

教
育
出
版　

二

〇
〇
一
年
）

17 　

注
１
６
と
同
じ
。

18 　

例
え
ば
、
寿
台
順
誠
「「
諦
め
」
と
し
て
の
安
楽
死

―
森
鷗
外
の
安
楽
死
観

―
」（『
生
命
倫
理
』
２
７
巻
１
号　

二
〇
一
七
年
）、
坂
本
圭
「
森
鷗
外
「
高
瀬
舟
」

と
『
老
子
』

―
近
世
思
想
的
視
座
に
よ
る
再
検
討

―
」（『
國
文
研
究
』
第
５

７
号　

二
〇
一
二
年
六
月
）

付
記

：
森
鷗
外
『
高
瀬
舟
』
と
『
高
瀬
舟
縁
起
』
の
引
用
は
、『
現
代
文
学
大
系
４　

森
鷗
外
集
』（
筑
摩
書
房　

一
九
六
四
年
）
に
拠
る
。
但
し
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

受
領
日　

二
〇
二
〇
年
一
〇
月
一
四
日

受
理
日　

二
〇
二
〇
年
一
一
月　

四
日
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