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一　

は
じ
め
に

　

福
永
武
彦（
一
九
一
八

－

一
九
七
九
）は
、西
洋
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
参
照
し
な
が
ら
、文
学
的
出
発
を
し
た
作
家
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
八（
昭

和
十
三
）
年
か
ら
四
一
（
昭
和
十
六
）
年
ま
で
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
の
仏
蘭
西
文
学
科
に
在
籍
し
た
。
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
四
月

か
ら
は
学
習
院
大
学
文
学
部
に
職
を
得
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
講
じ
て
い
る
。
福
永
は
世
を
去
る
八
ヵ
月
前
の
一
九
七
八
（
昭
和

五
十
三
）
年
十
二
月
に
休
職
す
る（

１
）

ま
で
、
教
師
に
と
ど
ま
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
接
し
、
親
し
む
な
か
で
、
創
作
の
営
み
を
つ
づ
け
た
。
し
た

が
っ
て
、
彼
の
文
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

具
体
的
に
言
っ
て
、
福
永
武
彦
に
と
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
と
は
何
か
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
ジ
ュ

リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン（
一
九
〇
〇

－

一
九
九
八
）の
作
品
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
福
永
は
グ
リ
ー
ン
の
長
篇
小
説『
幻
を
追
う
人
』（
一
九
三
四
）

お
よ
び
『
モ
イ
ラ
』（
一
九
五
〇
）
を
翻
訳
し
て
い
る
。
人
文
書
院
か
ら
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
全
集
」
が
刊
行
さ
れ
る
際
、
彼
は
そ
の
編

集
者（

２
）
と
し
て
、「
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
案
内
」
と
い
う
趣
意
書
を
し
た
た
め
、
そ
の
中
で
、「
私
は
、
昔
か
ら
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
を
愛
読
し
て

来
た
」（
18
、
三
八
〇
頁（

３
）

）
と
告
白
し
て
い
る
。
ま
た
福
永
は
一
九
五
一
（
昭
和
二
十
六
）
年
に
、
グ
リ
ー
ン
の
『
幻
を
追
う
人
』
の
翻
訳
を
、

窪
田
啓
作
と
の
共
訳（

４
）

で
創
元
社
か
ら
出
版
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
五
四
（
昭
和
二
十
九
）
年
、
新
潮
文
庫
か
ら
単
独
訳
で
上
梓
す
る
と
き
、「
文

体
」
を
「
統
一
」
す
る
と
い
う
意
味
と
、「
原
著
者
を
偏
愛
す
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
訳
文
を
書
き
あ
ら
た
め
た
と
、「
訳
者
ノ
オ
ト
」
の
な
か

で
こ
と
わ
っ
て
い
る
（
18
、
三
七
五
頁
）。
福
永
は
グ
リ
ー
ン
を
愛
読
、「
偏
愛
」
し
て
い
た
。
彼
が
教
鞭
を
と
る
学
習
院
大
学
で
も
、
着
任
早
々
、

「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
研
究
」
と
い
う
講
義
を
担
当
し
て
い
る

（
５
）

し
、
そ
の
後
も
、
学
部
演
習
の
授
業
で
、
グ
リ
ー
ン
を
し
ば
し
ば
取
り
上
げ

て
い
る（

６
）
。
グ
リ
ー
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
な
か
で
、
福
永
の
も
っ
と
も
贔
屓
に
す
る
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。

　

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
詩
人
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
グ
リ
ー
ン
は
小
説
家
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
福
永
武
彦
の
文
学
と
グ
リ
ー
ン
の
そ
れ
と
を
比

較
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
福
永
じ
し
ん
、一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
の
、「
小
説
の
発
想
と
定
着
」
と
題
し
た
、菅
野
昭
正
と
の
対
談
で
、



三

「
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
や
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
の
よ
う
な
小
説
を
、
も
う
少
し
日
本
の
側
に
よ
せ
て
、
何
か
で
き
る
の
じ
ゃ
な
い
か（

７
）
」
と
思
っ
て
、

創
作
活
動
に
入
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
学
習
院
大
学
で
福
永
の
教
導
を
受
け
た
豊
崎
光
一
は
、「
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
家
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

に
比
べ
得
る
ほ
ど
の
重
さ
を
福
永
に
と
っ
て
持
つ
存
在
は
、ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
を
措
い
て
な
い
。む
ろ
ん
、ト
ロ
ワ
イ
ヤ
、デ
ュ
・
ガ
ー
ル
、ジ
ッ

ド
、
プ
ル
ー
ス
ト
ら
に
福
永
が
学
ん
で
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
も
、
グ
リ
ー
ン
は
気
質
的
に
最
も
福
永
に
近
く
、
そ
の
「
影
響
」
は

最
も
コ
ン
ス
タ
ン
ト
で
あ
っ
た（

８
）
」
と
断
じ
、
福
永
に
た
い
す
る
、
グ
リ
ー
ン
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
友
人
の
中
村
真
一
郎
は
、
福
永
の

「
緻
密
」
で
「
叙
情
性
」
の
あ
る
文
章
、「
詩
の
よ
う
な
」、
し
か
も
「
非
常
に
明
晰
」
な
文
体
を
問
題
に
し
つ
つ
、「
こ
れ
は
い
ろ
ん
な
西
洋
の
作

家
の
影
響
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影
響
が
根
本
に
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
と
い
う
現
代
の
小
説
家
の
書

き
方
あ
る
い
は
小
説
の
中
の
表
現
の
仕
方
を
共
感
を
持
っ
て
読
ん
で
い
る
結
果
が
出
て
い
る
と
思
い
ま
す（

９
）
」
と
考
察
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
発
言

か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
福
永
が
グ
リ
ー
ン
の
文
学
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
か
と
い
う
問
題
は
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。

　

こ
の
小
論
に
お
い
て
、
小
説
作
法
・
小
説
技
法
と
い
う
観
点
か
ら
、
福
永
武
彦
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
と
の
比
較
を
こ
こ
ろ
み
た
い
。
と

い
う
の
も
、
こ
の
観
点
か
ら
の
比
較
が
、
両
者
の
文
学
の
特
徴
を
も
っ
と
も
端
的
に
把
握
す
る
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
最
終
的

な
目
標
は
、
影
響
関
係
の
解
明
に
あ
る
。
し
か
し
共
通
性
・
類
縁
性
に
着
目
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
差
異
に
も
十
分
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
二
人

の
作
品
を
対
比
し
た
い
。
論
じ
る
作
品
は
特
定
の
も
の
に
し
ぼ
ら
ず
、
長
篇
小
説
を
中
心
と
し
た
創
作
作
品
全
般
と
す
る
。
と
は
い
え
、
福
永
よ

り
十
八
歳
年
上
の
グ
リ
ー
ン
は
、
福
永
よ
り
も
早
く
文
学
活
動
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
死
後
も
生
き
残
っ
て
創
作
を
つ
づ
け
た
の
で
、
言
及

す
る
グ
リ
ー
ン
の
作
品
は
、
福
永
が
生
前
読
ん
だ
『
他
者
』（
一
九
七
一
）
ま
で
の
小
説
と
す
る）

10
（

。
作
品
を
個
別
的
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
小
説

の
作
り
方
、
技
法
と
い
っ
た
よ
う
に
、
テ
ー
マ
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
福
永
と
グ
リ
ー
ン
と
を
く
ら
べ
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
目
的
の
た
め
に
、
ま
ず
二
人
が
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
小
説
家
で
あ
る
こ
と
、
グ
リ
ー
ン
が
「
視
覚
型
」
の
作
家
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、

福
永
が
「
聴
覚
型
」
の
作
家
で
あ
る
こ
と
を
論
述
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
両
者
の
小
説
技
法
を
、
人
称
と
時
間
の
問
題
、
文
体
上
の
技
法
、
お

よ
び
視
点
の
拡
散
と
い
う
角
度
か
ら
吟
味
し
、
二
人
の
類
似
点
と
相
違
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
を
経
た
う
え
で
、
影
響
関
係



四

を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　

二　

内
的
レ
ア
リ
ス
ム

　

二
人
の
小
説
作
法
を
対
比
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
ま
ず
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
で
あ
る
が
、
彼
の
小
説
は
大
局
的
な
見
地
か
ら
と
ら

え
る
と
、バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
群
に
つ
う
じ
る
。
大
革
命
か
ら
二
月
革
命
ま
で
の
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
巨
大
な
壁
画）

11
（

」
と
し
て
の
「
人
間
喜
劇
」
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
現
実
社
会
の
観
察
に
裏
付
け
ら
れ
て
お
り
、
レ
ア
リ
ス
ム
文
学
に
道
を
ひ
ら
い
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
は
濃
密
な
細
部
描

写
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
だ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
単
な
る
観
察
者
で
は
な
い
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
テ
オ
フ
ィ
ル
・
ゴ
ー
チ
エ
論
の
な
か
で
洞
察
し
た

よ
う
に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
「
主
要
な
価
値
は
幻
視
家
（visionnaire)

、
そ
れ
も
情
熱
的
な
幻
視
家
で
あ
る
こ
と）

12
（

」
で
あ
り
、
彼
の
作
品
世
界
は

幻
視
家
が
み
た
幻
想
（visions

）
の
世
界
で
も
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
高
山
鉄
男
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、「
観
察
を
支
え
た
も

の
は
幻
想
で
あ
り
、
幻
想
な
し
に
は
実
は
い
か
な
る
観
察
も
あ
り
得
な
か
っ
た）

13
（

」。「
人
間
喜
劇
」
は
、
観
察
者
（
レ
ア
リ
ス
ト
）
と
幻
視
家
と
の

協
同
作
業
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

　

グ
リ
ー
ン
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
つ
な
が
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
小
説
家
グ
リ
ー

ン
の
な
か
に
、「
現
実
の
画
家
」
と
「
幻
想
の
探
求
者
」
と
を
看
取
し
て
い
る）

14
（

。こ
の
二
つ
の
存
在
は
、
レ
ア
リ
ス
ト
・
グ
リ
ー
ン
と
幻
視
家
グ
リ
ー

ン
と
い
っ
た
よ
う
に
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
は
渾
然
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い）

15
（

。
グ
リ
ー
ン

の
幻
想
（visions

）
は
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
モ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
彼
が
現
実
（
あ
る
い
は
現
実
と
称
す
る
も
の
）
を
探
査
す
る
際
の
視
線
の
鋭
さ

か
ら
生
じ
て
い
る）

16
（

」
の
で
あ
り
、
観
察
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』（
一
九
二
七
）
を
執
筆
中
、「
ユ

ト
リ
ロ
の
写
真
を
目
の
前
に
お
い
て
い
た）

17
（

」。『
モ
ン
＝
シ
ネ
ー
ル
』（
一
九
二
六
）
は
、「
一
八
八
〇
年
頃
、
サ
ヴ
ァ
ナ
で
と
っ
た
、
或
る
見
知
ら

ぬ
家
の
内
部
の
写
真）

18
（

」
を
利
用
し
て
作
成
し
た
。
こ
の
二
つ
の
小
説
で
は
、
事
件
は
日
常
的
現
実
の
な
か
で
生
起
し
、
日
常
生
活
が
克
明
な
い
し



五

微
細
に
写
し
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
写
真
を
参
照
し
つ
つ
制
作
し
た
と
い
う
事
実
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
作
品
世
界
は
単
な
る
観
察
の
世
界
で

は
な
い
。
現
実
を
凝
視
し
な
が
ら
も
、想
像
力
を
と
お
し
て
焼
き
出
し
た
、も
し
く
は
映
し
出
し
た
幻（visions

）の
世
界
で
あ
る
。
福
永
武
彦
は
、

自
分
の
翻
訳
し
た
『
モ
イ
ラ
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、『
ヴ
ァ
ル
ー
ナ
』（
一
九
四
〇
）
以
前
の
、
グ
リ
ー
ン
の
作
品
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
日
常
的
現
実
を
、「
バ
ル
ザ
ッ
ク
的
現
実
」（
18
、
三
六
七
頁
）
と
み
な
し
て
い
る
。「
バ
ル
ザ
ッ
ク
的
現
実
」
と
は
、
観
察
者
と
幻
視
家
両
方

の
資
質
を
も
つ
作
者
が
描
き
出
し
た
現
実
の
こ
と
で
あ
る
。こ
の
現
実
は
、
グ
リ
ー
ン
の
『
日
記
』
の
中
の
表
現
を
使
え
ば
、「
型
ど
お
り
の
現
実
」

で
は
な
く
、「
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
の
現
実
」（une réalité de vision

）
で
あ
る）

19
（

。
グ
リ
ー
ン
は
、「
私
の
う
ち
に
は
、
作
中
人
物
を
見
さ
せ
、
彼
ら

が
行
動
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
を
見
さ
せ
る
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
が
宿
っ
て
い
る）

20
（

」
と
省
察
し
て
い
る
。こ
の
「
誰
か
、
あ
る
い
は
何
か
」
と
は
、

幻
視
家
ま
た
は
幻
視
家
的
資
質
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
外
部
世
界
の
観
察
か
ら
出
発
す
る
と
は
い
え
、
幻
視
家
と
し
て
と
ら
え
た
想
像
世

界
を
開
示
す
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
同
様
、
グ
リ
ー
ン
も
ま
た
、
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
幻
視
家
で
も
あ
る
。

　

ジ
ャ
ン
・
セ
モ
リ
ュ
エ
は
、『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』
の
中
の
、「
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
は
単
調
な
生
活
の
み
か
け
の
下
に
、
人
が
気
づ
く
こ

と
が
困
難
な
不
安
を
隠
し
も
っ
て
い
た
。
実
際
、
み
な
は
彼
女
を
陰
険
な
人
間
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
父
や
姉
の
目
に
は
、
た
と
え
苦

労
し
て
探
っ
た
と
し
て
も
、
い
か
な
る
心
の
高
揚
も
読
み
取
れ
な
い
よ
う
な
表
情
を
見
せ
て
い
た
」（
Ｉ
、
三
〇
〇
頁
）
と
い
う
人
物
描
写
を
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 「
読
者
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
こ
と
を
想
起
す
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
細
部
が
作
中
人
物
を
説
明
す
る
。
グ
リ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
細

部
は
人
物
を
そ
の
人
物
じ
し
ん
に
も
、
他
人
に
も
説
明
で
き
な
い
も
の
に
す
る
。
グ
リ
ー
ン
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
バ
ル
ザ
ッ
ク
で
あ
る）

21
（

」。

　

ジ
ャ
ン
・
セ
モ
リ
ュ
エ
は
、
グ
リ
ー
ン
を
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
バ
ル
ザ
ッ
ク
」
と
規
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
」
な
の
か
。
グ

リ
ー
ン
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
ご
と
く
細
部
描
写
を
お
こ
な
い
な
が
ら
も
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
人
間
の
内
部
の
深
淵
、
不
可
解
で
神
秘
的
な
部
分
に
測

鉛
を
下
ろ
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
限
定
的
補
足
が
つ
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
細
部
描
写
は
、
彼
の
レ
ア
リ
ス

ム
の
根
幹
を
な
す
。
人
間
の
内
面
＝
心
理
は
細
部
描
写
に
よ
っ
て
説
明
可
能
な
も
の
と
し
て
あ
り
、
し
か
も
そ
の
描
写
は
概
し
て
外
側
か
ら
な
さ
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れ
る
。
グ
リ
ー
ン
に
お
い
て
、
細
部
描
写
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
よ
う
に
、
作
中
人
物
の
外
部
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
基

本
的
に
は
作
中
人
物
の
内
面
の
奥
底
に
わ
け
入
り
、
謎
に
み
ち
た
領
域
を
探
索
す
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
レ
ア
リ
ス
ム
が
外
的
レ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
グ
リ
ー
ン
の
そ
れ
は
、
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
と
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
永
武
彦
の
場
合
は
ど
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ば
、
福
永
も
ま
た
、
グ
リ
ー
ン
と
同
じ
く
、
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
家
で
あ
る
。
こ

の
点
に
か
ん
し
て
、
菅
野
昭
正
は
『
死
の
島
』（
一
九
七
一
）
に
つ
い
て
論
じ
た
「
純
粋
と
豊
饒

─
─

福
永
武
彦
論

─
─

」
の
な
か
で
、
福
永
の

作
品
世
界
が
、「
人
物
の
行
動
を
外
側
か
ら
た
ど
り
、
せ
い
ぜ
い
と
き
に
心
理
状
態
を
暗
示
す
る
だ
け
で
、
内
面
の
世
界
の
消
息
は
読
者
の
勝
手

な
臆
測
に
ま
か
せ
る
と
い
っ
た
客
観
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
法）

22
（

」
で
書
か
れ
た
世
界
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
福
永
の
小
説
が
、

人
生
の
「
歴
史
的
な
側
面
、
社
会
的
な
側
面
」
ば
か
り
を
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、「
最
深
部
に
死
を
は
ら
む
「
悲
劇
的
な
」
生
の
中
核
に
碇
を

お
ろ
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
と
わ
っ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
「
内
面
の
レ
ア
リ
ス
ム
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
小
説
の
特
性
を
濃
厚
に
ま
と
い

つ
け
た
も
の
と
な
る
必
然
性
を
、
は
じ
め
か
ら
負
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）

23
（

。
こ
の
よ
う
に
福
永
の
文
学
は
、「
内
面
の
レ
ア
リ
ス
ム
」、
つ
ま

り
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
文
学
で
あ
る
。

　

菅
野
昭
正
は
右
記
の
論
考
に
お
い
て
、「
内
面
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
が
、
福
永
の
「
内
的
な
世
界
に
み
あ
う
唯
一
の
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と

明
断
し
た
あ
と
、「
体
験
の
核
は
普
遍
的
な
内
面
と
い
う
一
般
性
の
も
と
に
開
放
さ
れ
、
そ
の
上
で
小
説
は
純
粋
に
想
像
力
の
世
界
で
構
成
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
付
言
し
て
い
る）

24
（

。
福
永
の
小
説
世
界
は
「
想
像
力
の
世
界
」
で
あ
る
。
で
は
、
彼
の
想
像
世
界
の
な
か

で
、
観
察
な
い
し
幻
視
は
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
究
す
る
た
め
に
、
福
永
が
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
）

年
十
一
月
号
の
『
文
學
界
』
に
発
表
し
た
「
見
る
型
と
見
な
い
型
」
と
題
し
た
エ
ッ
セ
ー
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
ー
は
、「
小
説
家
の
機
能
は
「
見
る
」
こ
と
か
ら
始
ま
る）

25
（

」
と
い
う
文
で
は
じ
ま
り
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
細
部
描
写
を
問
題
に
す
る
。

福
永
に
よ
れ
ば
、彼
の
細
部
描
写
は「
現
実
の
な
ま
な
ま
し
い
印
象
を
与
え
る
」け
れ
ど
も
、そ
の
現
実
は「
徹
底
的
に
見
る
こ
と
」に
よ
っ
て「
誕
生
」

し
た
、「
想
像
的
世
界
」
と
し
て
の
「
別
個
の
現
実
」
で
あ
り
、「
幻
覚
的
」
な
も
の
で
あ
る）

26
（

。こ
こ
で
言
う
「
幻
覚
」
と
は
、幻
想
ま
た
は
幻
（visions

）
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と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
福
永
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
観
察
が
、
幻
想
と
わ
か
ち
が
た
く
絡
み
合
っ
て
い
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
。
福
永
は

こ
の
あ
と
、「
見
る
」
と
い
う
「
行
為
」
が
、
日
本
の
「
私
小
説
的
な
実
感
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
で
あ
る）

27
（

」
と
知
ら
せ
る
。
我
が
国
の
私
小

説
作
家
の
観
察
が
、
日
常
的
現
実
に
そ
く
し
て
感
じ
、
思
い
描
い
た
こ
と
の
枠
内
に
あ
り
、
結
局
は
そ
の
現
実
を
逸
脱
し
な
い
の
に
た
い
し
て
、

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
観
察
は
、
日
常
的
現
実
を
貫
い
て
、「
想
像
的
世
界
」、
換
言
す
れ
ば
、
幻
想
の
世
界
に
ま
で
達
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
福
永
は
、「
自
分
の
目
玉
し
か
信
じ
な
い
場
合
に
、
そ
の
「
自
分
の
」
と
い
う
点
が
問
題
な
の
で
、
他
人
の
目
玉
が
借
り
て

来
ら
れ
な
い
よ
う
で
は
そ
の
小
説
は
貧
し
い）

28
（

」
と
言
い
張
っ
て
い
る
。
難
解
な
説
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
自
分
の
目
玉
」
と
は
、
日
常
的
現
実

（
外
部
世
界
）
を
観
察
す
る
ふ
つ
う
の
眼
で
あ
り
、「
他
人
の
目
玉
」
と
は
、
現
実
の
次
元
を
越
え
て
、
幻
想
の
世
界
（
想
像
世
界
）
を
と
ら
え
る

幻
視
家
の
ま
な
ざ
し
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
福
永
は
「
見
る
」
型
、
つ
ま
り
「
視
覚
型
」
の
作
家
に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
と
ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
と
を
分
類
し
、
自
ら
は

「
見
な
い
」
型
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、「
聴
覚
型
」
な
い
し
「
音
楽
型
」
の
小
説
家
だ
と
規
定
す
る）

29
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
「
記
憶
力
の
悪

い
こ
と）

30
（

」
を
挙
げ
る
。
福
永
は
、「
見
る
」
こ
と
、
観
察
＝
幻
視
が
多
く
の
場
合
、
過
ぎ
去
っ
た
場
面
を
想
起
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
と
思
索

す
る
。
と
す
れ
ば
、
忘
却
は
「
見
る
」
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
。
し
か
し
福
永
は
、「
細
か
い
事
実
を
寧
ろ
意
識
的
に
忘
れ
て
し
ま
っ
た
方
が
、

あ
と
か
ら
喚
起
す
る
場
合
に
一
層
や
り
や
す
い
よ
う
な
気
が
す
る）

31
（

」
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
音
楽
の
こ
と
に
言
及
し
、「
音
楽
と
い
う
の

は
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
、
つ
ま
り
空
気
で
あ
る
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、「
芸
術
と
し
て
完
成
し
て
い
る
音
楽
の
他
に
、
あ
ら
ゆ
る
現
象

は
隠
さ
れ
た
音
楽
を
持
つ
と
、
或
い
は
我
々
の
見
る
現
実
か
ら
は
眼
に
見
え
な
い
匂
が
発
散
し
て
い
る
と
、
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
」
と

つ
づ
け
て
い
る）

32
（

。
福
永
は
目
に
見
え
る
現
実
に
か
わ
っ
て
、そ
こ
か
ら
「
発
散
」
す
る
「
匂
」、言
い
か
え
れ
ば
、「
あ
ら
ゆ
る
現
象
」
の
奥
に
「
隠

さ
れ
た
音
楽
」
を
重
視
す
る
。
福
永
は
、「
私
は
「
無
意
識
」
に
援
軍
を
求
め
、
そ
こ
か
ら
私
の
現
実
を
つ
く
り
出
し
て
行
く
。
見
た
も
の
を
忘

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
無
意
識
に
そ
れ
ら
を
引
き
渡
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

33
（

」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
彼
の
言
う
「
音

楽
」
と
は
、結
局
の
と
こ
ろ
、「
無
意
識
」
の
領
域
に
保
存
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
領
域
に
基
盤
を
置
い
た
内
的
現
実
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
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し
た
が
っ
て
、「
無
意
識
」
の
世
界
の
探
索
が
「
音
楽
」
の
表
現
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。「
聴
覚
型
」
も
し
く
は
「
音
楽
型
」
の
作
家
と
は
、

自
己
の
奥
底
に
ひ
そ
む
「
無
意
識
」
の
声
に
耳
を
傾
け
、
こ
の
声
を
聴
き
と
ど
け
る
作
家
の
こ
と
で
あ
る
。

　

福
永
武
彦
が「
聴
覚
型
」の
小
説
家
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、グ
リ
ー
ン
は
ど
う
か
。
グ
リ
ー
ン
は
前
述
の
よ
う
に
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
バ
ル
ザ
ッ
ク
」

で
あ
り
、
人
間
存
在
の
説
明
不
可
能
な
、
神
秘
的
な
内
面
を
描
出
す
る
。
福
永
と
同
様
、
彼
も
ま
た
、
人
間
の
、
と
い
う
よ
り
、
自
己
の
「
無
意
識
」

の
領
域
に
「
援
軍
を
求
め
」
る
。だ
が
グ
リ
ー
ン
の
場
合
、書
く
こ
と
の
営
為
は
、「
見
た
も
の
を
忘
れ
る
」
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
は
な
い
。「
私

は
自
分
の
見
る
も
の
を
書
く）

34
（

」
と
断
言
し
て
い
る
よ
う
に
、「
見
る
」
こ
と
か
ら
出
発
し
、「
見
る
」
こ
と
に
徹
す
る
。
無
意
識
の
世
界
が
開
拓
さ

れ
、
表
出
さ
れ
る
の
は
、
幻
想
（
幻
）
を
見
る
こ
と
の
深
化
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
あ
く
ま
で
も
「
視
覚
型
」
の
作
家
で
あ
る
。

グ
リ
ー
ン
も
福
永
も
、
と
も
に
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
小
説
家
で
あ
る
。
と
は
い
え
、「
見
る
」
こ
と
、
観
察
＝
幻
視
を
め
ぐ
っ
て
、
二
人
の
あ
い

だ
に
は
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　

三　

小
説
技
法

　　

二
人
の
小
説
家
の
技
法
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
人
称
と
時
間
の
問
題
、
次
に
文
体
上
の
技
法
、
そ
れ
か
ら
視
点
の
拡
散

と
い
う
角
度
か
ら
、
両
者
を
く
ら
べ
た
い
。

　
（
１
）
人
称
と
時
間
の
問
題

　

二
人
の
小
説
の
人
称
を
し
ら
べ
よ
う
。
長
篇
小
説
（rom

ans

）
に
限
れ
ば
、『
モ
ン
＝
シ
ネ
ー
ル
』
か
ら
『
他
者
』
ま
で
の
、
グ
リ
ー
ン
の
作

品）
35
（

の
ほ
と
ん
ど
は
、三
人
称
小
説
で
あ
る
。た
だ
、『
も
う
ひ
と
つ
の
眠
り
』（
一
九
三
一
）
は
、語
り
手
ド
ゥ
ニ
が
自
ら
の
少
年
時
代
を
回
想
し
た
、

純
粋
の
一
人
称
小
説
で
あ
る
し
、『
幻
を
追
う
人
』（
一
九
三
四
）
は
、
マ
リ
ー
＝
テ
レ
ー
ズ
と
そ
の
従
兄
マ
ニ
ュ
エ
ル
と
い
う
二
人
の
人
物
の
手

記
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。『
他
者
』
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
・
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
相
当
す
る
第
一
部
・
第
四
部
が
、
三
人
称
を
用
い
て
い
る
と
し
て
も
、
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大
半
の
頁
を
占
め
る
第
二
部
・
第
三
部
が
、ロ
ジ
ェ
と
カ
ー
リ
ン
と
い
う
愛
し
合
う
男
女
の
手
記
で
あ
る
の
で
、実
質
的
に
は
一
人
称
小
説
で
あ
る
。

『
ヴ
ァ
ル
ー
ナ
』
は
全
体
と
し
て
三
部
か
ら
成
り
、第
一
部
「
ホ
エ
ル
」、第
二
部
「
エ
レ
ー
ヌ
」
は
三
人
称
小
説
で
あ
る
も
の
の
、第
三
部
「
ジ
ャ

ン
ヌ
」
は
、
表
題
と
同
名
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
日
記
の
体
裁
を
と
り
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
ジ
ャ
ン
ヌ
は
作
家
で
あ
り
、
第
一
部
・

第
二
部
は
、
す
な
わ
ち
「
ホ
エ
ル
」
と
「
エ
レ
ー
ヌ
」
と
い
う
物
語
は
、
こ
の
人
物
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
・
第
二
部
に
は
、
所
々
、

語
り
手
ジ
ャ
ン
ヌ
を
指
示
す
る
、
一
人
称
単
数
の＜

私＞

（je

）
が
顔
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
若
干
の
例
外
が
あ
る
も
の
の
、
グ
リ
ー

ン
の
作
品
は
基
本
的
に
は
三
人
称
小
説
で
あ
る
と
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
永
武
彦
の
作
品）

36
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も
ま
た
、大
ま
か
に
い
っ
て
三
人
称
小
説
で
あ
る
。『
風
の
か
た
み
』（
一
九
六
八
）、そ
れ
に
未
完
の
長
篇
で
あ
る
『
独
身
者
』

（
一
九
七
五
）
や
『
夢
の
輪
』（
一
九
八
一
）
は
、
純
然
た
る
三
人
称
小
説
で
あ
る
。
た
だ
、
福
永
の
場
合
、
作
品
は
概
し
て
三
人
称
で
書
か
れ
る

と
は
い
え
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
が
往
々
に
し
て
混
入
す
る
と
い
う
事
実
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。『
風
土
』（
一
九
五
二
、
決
定
版
一
九
六
八
）

で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
内
的
独
白
と
い
う
か
た
ち
で
一
人
称
が
介
入
し
て
い
る
。『
忘
却
の
河
』（
一
九
六
四
）
は
全
部
で
七
章
か
ら
成
る
が
、

一
章
の
「
忘
却
の
河
」
と
最
終
章
の
「
賽
の
河
原
」
と
は
、藤
代
と
い
う
人
物
を
語
り
手
と
し
た
、一
人
称＜

私＞

の
物
語
で
あ
る
。
四
章
の
「
夢

の
通
い
路
」
も
ま
た
、
こ
の
人
物
の
妻
ゆ
き
を
指
し
示
す＜
わ
た
し＞

と
い
う
一
人
称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。『
海
市
』（
一
九
六
八
）
に
お
い
て

は
、
一
人
称
と
三
人
称
と
が
併
用
さ
れ
る
。
こ
の
小
説
は
、
画
家
の
澁
太
吉
を
主
人
公
と
し
、
安
見
子
と
の
愛
の
出
会
い
を
扱
う
。
こ
の
愛
の
進

展
を
軸
と
し
た
、
い
わ
ば
現
在
の
時
間
は
、
澁
太
吉
が
語
り
手
と
な
っ
て
、
つ
ま
り＜

私＞

と
い
う
一
人
称
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
。
愛
の
出
会

い
に
先
立
つ
、
過
去
の
時
間
は
、
澁
太
吉
を
指
し
示
す＜

彼＞

、
安
見
子
を
あ
ら
わ
す＜

彼
女＞

と
い
う
三
人
称
の
代
名
詞
を
用
い
て
繰
り
ひ
ろ

げ
ら
れ
る
。『
海
市
』
は
三
人
称
と
一
人
称
と
の
混
淆
の
な
か
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。『
死
の
島
』
は
基
本
的
に
は
三
人
称
小
説
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
こ
の
作
品
で
は
、
主
要
な
人
物
で
あ
る
萌
木
素
子
と＜

或
る
男＞

と
の
内
的
独
白
、
す
な
わ
ち
こ
の
二
人
を
指
示
す
る＜

わ
た
し＞

お
よ
び

＜

己＞

と
い
う
一
人
称
に
よ
る
語
り
が
、
か
な
り
の
頁
を
占
め
る
断
章
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
永
の
場
合
、
一
人
称
の
語

り
が
三
人
称
の
語
り
の
な
か
に
入
り
込
む
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
。



一
〇

　

も
ち
ろ
ん
、一
人
称
小
説
も
存
在
す
る
。『
夜
の
三
部
作
』（
一
九
六
九
）
は
、独
立
し
た
作
品
と
し
て
も
読
め
る
、「
冥
府
」「
深
淵
」「
夜
の
時
間
」

と
い
う
三
つ
の
中
篇
か
ら
成
り
立
つ
。「
夜
の
時
間
」
は
三
人
称
小
説
で
あ
る
。
し
か
し
「
冥
府
」
は
、「
既
に
死
ん
だ
人
間
」（
３
、八
一
頁
）
で

あ
る＜
僕＞
が
語
り
手
と
な
っ
て
、＜

冥
府＞

の
世
界
の
こ
と
を
披
露
し
て
い
る
。「
深
淵
」
は
、
結
核
療
養
所
に
勤
め
る＜

わ
た
し＞

と
、
こ

の＜

わ
た
し＞
を
手
込
め
に
す
る
賄
夫
の＜

己＞

と
を
語
り
手
と
し
、こ
の
二
人
の
男
女
の
一
人
称
に
よ
る
語
り
を
交
替
さ
せ
な
が
ら
進
行
す
る
。

『
夜
の
三
部
作
』
の
は
じ
め
の
二
つ
は
、
一
人
称
小
説
で
あ
る
。『
草
の
花
』（
一
九
五
四
）
も
ま
た
、「
深
淵
」
と
同
じ
く
二
人
の
語
り
手
を
も
つ
。

作
品
の
中
心
部
を
な
す
「
第
一
の
手
帳
」
と
「
第
二
の
手
帳
」
は
、
汐
見
茂
思
の
手
記
で
あ
り
、＜

僕＞

と
い
う
一
人
称
で
記
述
さ
れ
る
。
プ
ロ

ロ
ー
グ
・
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
役
割
を
果
た
す
「
冬
」「
春
」
で
は
、
結
核
療
養
所
で
同
じ
病
室
に
い
た＜

私＞

が
、
汐
見
の
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

『
草
の
花
』
は
正
真
正
銘
の
一
人
称
小
説
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
グ
リ
ー
ン
よ
り
も
、
福
永
の
作
品
に
お
け
る
ほ
う
が
、
一
人
称
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
は
ど
ち
ら
も
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
家
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
事
実
は
、
福
永
の
ほ
う
が
、
人
間
の
意
識
ま
た
は
無
意
識
に
、
よ
り
意
図
的
に

光
を
当
て
、
あ
る
い
は
肉
薄
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　

人
称
の
問
題
と
か
ら
ん
で
、時
間
の
問
題
に
も
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
グ
リ
ー
ン
の
作
品
で
は
、原
則
と
し
て
、物
語
は
時
間
的
順
序
に
従
っ

て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
唯
一
の
例
外
は
『
他
者
』
で
あ
る
。こ
の
小
説
に
お
い
て
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
第
一
部
は
、「
一
九
四
九
年
四
月
二
十
一
日
」

と
題
さ
れ
、「
一
九
四
九
年
四
月
二
十
日
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
第
四
部
で
扱
わ
れ
る
日
付
の
翌
日
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

つ
ま
り
物
語
の
結
末
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
置
か
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
第
二
部
か
ら
は
、
十
年
前
の
一
九
三
九
年
夏
に
遡
り
、
外
的
時
間
の
流
れ

に
沿
っ
て
、
筋
は
展
開
し
て
い
る
。

　

福
永
の
作
品
で
も
、
筋
の
進
行
が
時
間
的
秩
序
に
追
従
し
な
い
も
の
が
あ
る
。『
風
土
』
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
と
第
三
部
は
、

一
九
三
九
年
夏
と
そ
の
終
わ
り
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
物
語
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
部
は
、
一
九
二
三
年
八
月
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
。
こ
れ

は
、
グ
リ
ー
ン
の
『
他
者
』
と
類
似
し
た
例
で
あ
る
。
流
れ
る
時
間
が
も
っ
と
複
雑
な
場
合
も
あ
る
。『
海
市
』
に
お
い
て
、
一
人
称
と
三
人
称
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が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
一
人
称
は＜

現
在＞

の
時
間
で
使
わ
れ
、
三
人
称
は＜

過
去＞

の
時
間
の
な
か
で
用

い
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
称
と
三
人
称
と
の
混
淆
は
、＜

現
在＞

と＜

過
去＞

と
の
時
間
の
交
錯
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
時
間
の

交
錯
は
『
死
の
島
』
に
お
い
て
、
大
が
か
り
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
朝
か
ら
二
十
四
日
朝
ま
で
の
、

＜

現
在＞

の
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
萌
木
素
子
と
相
見
綾
子
が
心
中
を
図
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
主
人
公
相
馬
鼎
が
東
京
か
ら
広
島
に
向
か
う
列

車
に
乗
り
、
二
人
の
女
性
が
収
容
さ
れ
て
い
る
病
院
に
着
く
ま
で
の
時
間
で
あ
る
。と
同
時
に
、
相
馬
鼎
と
こ
の
二
人
の
女
性
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ

て
、＜

過
去＞

の
時
間
も
流
れ
る
。
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
昭
和
二
十
九
年
一
月
二
十
二
日
ま
で
の
時
間
で
あ
り
、
主
人
公
が
二
人

と
出
会
い
、
交
流
を
深
め
、
そ
し
て
二
人
が
失
踪
す
る
に
至
る
ま
で
の
時
間
で
あ
る
。
作
品
で
は
、
こ
の＜

現
在＞

と＜

過
去＞

と
が
錯
綜
す
る
。

し
か
も＜

過
去＞

の
時
間
は
、
広
島
に
向
か
う
主
人
公
の
意
識
の
流
れ
に
沿
っ
て
喚
起
さ
れ
る
の
で
、
外
的
な
時
間
の
順
序
に
は
従
属
し
な
い
。

さ
ら
に
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
人
の
人
物
の
内
的
独
白
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
も
っ
と
以
前
の＜

大
過
去＞

の
時
間
も
付
け
加
わ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
と
も
か
く
『
死
の
島
』
の
な
か
で
は
、
経
過
す
る
時
間
が
入
り
組
ん
で
お
り
、
グ
リ
ー
ン
の
小
説
の
よ
う

に
単
純
で
は
な
い
。
一
人
称
の
多
用
と
と
も
に
、＜
現
在＞

と＜

過
去＞

と
の
交
錯
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
福
永
の
作
品
世
界
の
ほ
う
が
、
よ
り

い
っ
そ
う
内
面
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
と
思
う
。

　
（
２
）
文
体
上
の
技
法

　

人
間
の
内
面
＝
意
識
を
剔
出
す
る
た
め
に
、二
人
が
ど
の
よ
う
な
文
体
上
の
技
法
に
頼
っ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。グ
リ
ー
ン
の
場
合
、

心
理
描
写
の
た
め
に
利
用
す
る
文
体
と
し
て
、
ま
ず
も
っ
て
自
由
間
接
文
体
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
由
間
接
文
体
（
話
法
）
と
は
、
朝
倉
季
雄
に
よ

れ
ば
、「
直
接
話
法
と
間
接
話
法
の
中
間
的
性
質
を
持
つ
話
法
」
で
、「
作
中
人
物
の
言
葉
や
考
え
を
表
わ
す
」
た
め
に
、「
間
接
話
法
に
必
要
な

接
続
詞
（
多
く que

）
を
必
ず
略
し
」、dire 

や penser 

な
ど
の
「
導
入
動
詞
を
も
略
し
て
独
立
節
の
形
を
与
え
、間
接
話
法
と
同
じ
人
称
・
法
・

時
制
を
用
い
た
も
の
」
で
あ
る）
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。『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』
第
一
部
第
四
章
、
ひ
そ
か
に
モ
ル
ク
ー
ル
医
師
を
恋
い
慕
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
ア



一
二

ド
リ
エ
ン
ヌ
が
、
夜
、
散
歩
に
出
か
け
、
医
師
の
住
む
館
を
凝
視
す
る
場
面
で
、
こ
の
文
体
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 「
館
が
細
部
の
す
べ
て
に
至
る
ま
で
見
え
る
ほ
ど
、
明
る
か
っ
た
。
今
で
は
、
そ
の
館
は
彼
女
〔
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
〕
の
心
の
中
で
、
日
を
経

る
ご
と
に
よ
り
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
を
持
っ
て
き
た
。
彼
女
は
最
初
は
不
安
な
好
奇
心
で
、
そ
れ
を
眺
め
て
い
た
。
で
も
今
は
、
避
難
所

に
駆
け
つ
け
る
よ
う
に
、
館
に
走
っ
て
き
た
。
自
分
は
気
が
ち
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Était-elle folle?

）。
こ
ん
な
あ
り
ふ
れ
た
家
に
見

と
れ
て
、
ど
ん
な
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Q
uelle joie trouvait-elle...?

）。
せ
め
て
こ
の
家
に
住
ん
で
い
る
人
が
自
分

を
助
け
に
こ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
ら
…
…
で
も
そ
の
人
は
自
分
を
知
ら
な
い
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（cette personne ne la connaissait pas

）。
そ
れ
に

0

0

0

助
け
に
く
る
っ
て
、
ど
う
い
う
意
味
な
の
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（Et puis qu'est-ce que cela voulait dire

： venir en aide?

）。
誰
か
ら
自
分

を
助
け
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
」（
Ⅰ
、
三
〇
九
頁
）。

　
「
自
分
は
気
が
ち
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」（Était-elle folle?

）
以
下
の
文
章
が
、
自
由
間
接
話
法
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
称
代
名
詞
が 

elle 

やla 

の
よ
う
な
三
人
称
と
な
っ
て
い
る
の
に
、「
彼
女
」
と
訳
さ
ず
、
一
人
称
の
よ
う
に
「
自
分
」
と
訳
し
て
い
る
こ
と
、
原
文
が
半
過
去

な
の
に
、
訳
文
で
は
現
在
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
た
し
か
め
ら
れ
る
。Était-elle folle?

か
ら
の
文
は
、Elle se dem

anda (si)

、

あ
る
い
はElle pensa (que)

と
い
っ
た
導
入
動
詞
を
省
い
た
独
立
節
と
な
っ
た
も
の
で
、
半
過
去
は
、
想
定
さ
れ
る
導
入
動
詞
の
単
純
過
去
と

の
時
制
の
一
致
に
由
来
し
て
お
り
、
過
去
に
お
け
る
現
在
を
あ
ら
わ
す
。
愛
す
る
医
師
の
館
に
目
を
凝
ら
す
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
の
心
の
動
き
が
、
半

過
去
を
用
い
た
こ
れ
ら
の
文
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
読
者
の
眼
前
で
展
開
す
る
か
の
よ
う
に
、
あ
り
あ
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る）
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。
グ
リ
ー
ン
は
こ

の
よ
う
な
自
由
間
接
文
体
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
作
中
人
物
の
内
面
＝
意
識
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

グ
リ
ー
ン
に
お
い
て
、
会
話
文
も
ま
た
、
人
間
の
心
理
を
剔
抉
す
る
た
め
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
モ
イ
ラ
』
第
二
部
第
十
八
章

で
、
信
仰
と
欲
望
、
魂
と
肉
体
と
の
葛
藤
に
悩
む
主
人
公
の
ジ
ョ
ゼ
フ
と
、
友
人
デ
ー
ヴ
ィ
ド
と
の
や
り
と
り
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 「
─
─

君
に
訊
き
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
が
、そ
れ
は
む
つ
か
し
い
こ
と
で
ね
。
実
際
、そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
も
い
け
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

で
も
ぼ
く
は
知
り
た
い
ん
だ
。
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三

　
　
　

─
─

何
の
こ
と
だ
い
？

　
　 　

─
─

キ
リ
ス
ト
は
荒あ

ら

野の

で
試
み
に
遭
わ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
キ
リ
ス
ト
は
飢
え
を
覚
え
た
か
ら
だ
。
キ
リ
ス
ト
の
誘
惑
は
、
飢
え
だ
っ
た
、

肉
体
の
飢
え
…
…
。

　
　
　

─
─

そ
う
だ
よ
、
と
質
問
を
予
感
し
て
、
デ
ー
ヴ
ィ
ド
が
頷
い
た
。

　
　
　

─
─

で
は
、
も
う
一
つ
の
飢
え
は
、
デ
ー
ヴ
ィ
ド
…
…
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
を
知
っ
た
か
ど
う
か
、
君
に
わ
か
る
か
い
？

　
　
　

デ
ー
ヴ
ィ
ド
の
目
が
、
突
然
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
大
き
く
な
っ
た
。

　
　 　

─
─

わ
か
ら
な
い
よ
、
と
彼
は
小
声
で
言
っ
た
。ぼ
く
は
一
度
も
考
え
た
こ
と
が
な
い
。そ
ん
な
こ
と
は
考
え
な
い
ほ
う
が
い
い
よ
、
ジ
ョ

ゼ
フ
。
ほ
と
ん
ど
冒
瀆
の
よ
う
な
気
が
す
る
よ
。

　
　 　

─
─

ぼ
く
は
冒
瀆
す
る
こ
と
な
ん
か
望
ん
で
い
な
い
、
と
ジ
ョ
ゼ
フ
は
ご
く
低
い
声
で
言
っ
た
。
で
も
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
、
こ
ん
な
ふ
う

に
苦
し
ま
れ
た
の
だ
と
、
も
し
誰
か
が
言
っ
て
く
れ
た
ら
、
ぼ
く
は
も
っ
と
自
分
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
ぼ
く
は
《
あ
の

人
も
ま
た
…
…
》
と
自
分
に
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　

─
─

わ
か
ら
な
い
よ
」（
Ⅲ
、
一
四
四

－

一
四
五
頁
）。

　

こ
の
対
話
は
、は
じ
め
は
導
入
動
詞
な
し
に
進
ん
で
い
る
。も
ち
ろ
ん
、話
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
ジ
ョ
ゼ
フ
で
あ
り
、受
け
答
え
す
る
の
が
デ
ー

ヴ
ィ
ド
で
あ
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
は
荒
野
で
の
キ
リ
ス
ト
の
試
練
、「
肉
体
の
飢
え
」
を
話
題
に
す
る
。
ジ
ョ
ゼ
フ
が
絶
え
ず
キ
リ
ス
ト
を
意
識
す
る
、

熱
烈
な
信
仰
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。ま
た
ジ
ョ
ゼ
フ
は「
も
う
一
つ
の
飢
え
」、つ
ま
り
肉
欲
の
苦
し
み
の
こ
と
に
も
言
い
及
び
、「
キ

リ
ス
ト
も
ま
た
、
こ
ん
な
ふ
う
に
苦
し
ま
れ
た
の
だ
と
、
も
し
誰
か
が
言
っ
て
く
れ
た
ら
、
ぼ
く
は
も
っ
と
自
分
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気

が
す
る
。
ぼ
く
は
《
あ
の
人
も
ま
た
…
…
》
と
自
分
に
言
う
こ
と
だ
ろ
う
」
と
打
ち
明
け
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
ジ
ョ
ゼ
フ
は
、
自
分
の
執
着
す

る
相
手
で
あ
る
モ
イ
ラ
と
す
で
に
出
会
っ
て
お
り
、
は
げ
し
い
信
仰
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
モ
イ
ラ
へ
の
肉
体
的
欲
望
に
責
め
さ
い
な
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
告
白
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
対
話
が
作
中
人
物
の
内
面
＝
意
識
を
浮
き
彫
り
に
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。



一
四

こ
の
よ
う
に
グ
リ
ー
ン
の
小
説
の
な
か
で
、
会
話
文
は
、
自
由
間
接
文
体
と
と
も
に
、
心
理
描
写
の
一
環
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
自
由
間
接
文
体
に
し
て
も
、
会
話
文
に
し
て
も
、
グ
リ
ー
ン
が
編
み
出
し
た
独
自
の
技
法
で
は
な
い
。
自
由
間
接
文
体
は
、
フ
ロ

ベ
ー
ル
、
あ
る
い
は
ゾ
ラ
に
お
い
て
頻
出
す
る
し
、
会
話
文
に
し
て
も
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
作
品
で
は
、
対
話
、
独
白
、
演
説
（discours

）
と
い
っ

た
よ
う
に
、
様
々
な
レ
ベ
ル
の
も
の
が
見
う
け
ら
れ
る）

39
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。
グ
リ
ー
ン
は
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
家
で
あ
る
と
は
い
え
、
内
的
独
白
の
よ
う
な
新
し

い
文
体
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
三
人
称
小
説
で
あ
れ
、
一
人
称
小
説
で
あ
れ
、
グ
リ
ー
ン
に
お
け
る
物
語
の
時
制
は
、
単
純
過
去
を
基
調
と
す
る
。

サ
ル
ト
ル
が
『
嘔
吐
』（
一
九
三
八
）
を
、カ
ミ
ュ
が
『
異
邦
人
』（
一
九
四
二
）
を
複
合
過
去
で
書
い
て
い
る
こ
と
や
、ロ
ブ
＝
グ
リ
エ
ら
、ヌ
ー

ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
の
作
家
た
ち
が
直
説
法
現
在
を
作
品
の
基
本
的
な
時
制
に
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
文
体
上
の
技
法
と
い
う
面
で
は
、

グ
リ
ー
ン
の
作
品
は
、
斬
新
さ
は
な
く
、
伝
統
的
な
小
説
の
枠
組
の
中
に
分
類
さ
れ
る
。

　

福
永
武
彦
の
作
品
は
ど
う
か
。
福
永
の
文
体
上
の
技
法
を
探
査
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
た
っ
た
今
、
問
題
に
し
た
物
語
の
時
制
に
か
ん
し
て
で

あ
る
が
、
彼
も
ま
た
、
過
去
形
で
物
語
を
紡
ぐ
と
い
う
常
套
手
段
を
え
ら
ん
で
い
る
。
日
本
語
の
場
合
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
よ
う
に
、
単
純
過
去
と

複
合
過
去
と
い
っ
た
区
別
は
な
い
。＜

〜
し
た＞
と
い
う
過
去
形
を
使
う
こ
と
が
、単
純
過
去
の
選
択
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。た
だ
『
死

の
島
』
は
例
外
で
あ
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
主
人
公
相
馬
鼎
の
行
動
を
追
う
か
た
ち
で
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
朝
か
ら
二
十
四
日
朝
ま

で
の
、＜

現
在＞

の
時
間
が
流
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
こ
の
時
間
は
文
字
ど
お
り＜

現
在＞

の
時
間
で
あ
っ
て
、
現
在
形
で
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
福
永
に
お
い
て
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
の
部
分
で
、
現
在
形
が
多
用
さ
れ
る
。
中
篇
『
幼
年
』（
一
九
六
七
）
の
な
か
の
、「
夢
の

中
の
見
知
ら
ぬ
人
」
の
章
で
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 「
今
の
私
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
は
か
と
な
い
こ
う
し
た
感
じ
こ
そ
最
も
大
事
な
も
の
で
あ
り
、
夢
が
夢
と
し
て
造
型
さ
れ
ず
、
朝
に
な
っ
て

ば
ら
ば
ら
の
記
憶
の
破
片
、
そ
れ
も
色
も
褪
め
、
形
も
消
え
、
た
だ
そ
こ
に
何
等
か
の
夢
ら
し
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
記
憶
だ
け
し
か
残

ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
も
し
何
等
か
の
音
楽
の
よ
う
な
、
匂
の
よ
う
な
、
光
の
よ
う
な
も
の
が
後
味
と
し
て
漂
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
ま

さ
に
夢
を
見
た
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
、
夢
の
効
用
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
夢
の
中
で
既
知
の
人
に
会
い
既
知
の
場
所
に
い
る



一
五

こ
と
が
殆
ど
な
い
。
過
去
の
事
件
が
再
現
す
る
こ
と
も
殆
ど
な
い
。
い
つ
の
場
合
に
も
、
私
は
見
も
知
ら
ぬ
人
に
会
い
、
脈
絡
の
な
い
話
を

交
し
、
何
処
と
も
し
れ
ぬ
場
所
を
さ
迷
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
亦
前
世
の
記
憶
か
も
し
れ
な
い
」（
７
、二
九
七
頁
）。

　
『
幼
年
』
は
一
人
称
小
説
で
あ
り
、
定
か
に
記
憶
し
て
い
る
以
前
の
幼
年
時
代
を
、
作
者
＝
語
り
手
が
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
自
伝
的

作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
再
現
し
う
る
過
去
よ
り
も
、「
記
憶
」
以
前
の
、「
夢
」
の
中
の
「
そ
こ
は
か
と
な
い
」
場
面
の
よ
う
な
も
の
が
、

＜

私＞

に
と
っ
て
は
大
事
な
の
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
が
、
現
在
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。『
幼
年
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
、
語
り
手
の
今

の
心
境
が
、
し
ば
し
ば
現
在
形
で
開
示
さ
れ
る
。

　
『
忘
却
の
河
』
の
一
章
と
七
章
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
藤
代
と
い
う
人
物
を
語
り
手
と
し
た
、
一
人
称
の
物
語
で
あ
る
。こ
の
物
語
の
な
か
で
も
、

現
在
形
が
目
に
留
ま
る
。
こ
の
作
品
の
書
き
出
し
を
引
用
し
よ
う
。　

　
　

 「
私
が
こ
れ
を
書
く
の
は
私
が
こ
の
部
屋
に
い
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
て
私
が
何
か
を
発
見
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
発
見
し
た
も
の

が
何
で
あ
る
か
、
私
の
過
去
で
あ
る
か
、
私
の
生
き
か
た
で
あ
る
か
、
私
の
運
命
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
私
に
は
分
ら
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
私
は
物
語
を
発
見
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、物
語
と
い
う
も
の
は
人
が
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
完
成
す
る
の
だ
ろ
う
。ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
私
は
ま
だ
何
ひ
と
つ
発
見
せ
ず
、
た
だ
何
か
を
発
見
し
た
い
、
私
と
い
う
一
個
の
微
小
な
生
き
も
の
が
何
を
忘
れ
何
を
覚
え
て
い

る
か
、
も
し
忘
れ
た
と
し
た
ら
そ
こ
に
何
の
意
味
が
あ
り
、
も
し
覚
え
て
い
る
と
し
た
ら
そ
こ
に
何
の
発
見
が
あ
る
か
を
知
り
た
い
と
望
ん

で
い
る
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
の
部
屋
の
せ
い
な
の
だ
」（
７
、一
五
頁
）。

　
『
忘
却
の
河
』
の
一
章
に
お
い
て
、＜

私＞

（
藤
代
）
は
自
宅
で
は
な
く
、
若
い
女
の
ア
パ
ー
ト
の
一
室
に
い
る
。
流
産
直
前
で
苦
し
ん
で
い

る
と
こ
ろ
を
助
け
た
こ
と
か
ら
、＜

私＞

は
そ
の
女
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
。
物
語
が
始
ま
っ
た
と
き
、
女
は
好
き
な
男
の
も
と
に
走
り
、
不
在

で
あ
る
。＜

私＞

は
一
人
き
り
の
部
屋
で
、過
ぎ
去
っ
た
人
生
を
振
り
返
り
、点
検
し
、そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、生
き
る
こ
と
の
意
味
を「
発
見
」

す
る
た
め
に
、ペ
ン
を
と
る
。
五
十
五
歳
の＜

私＞

は
若
い
頃
、恋
人
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
重
た
い
過
去
を
、十
字
架
の
よ
う
に
背
負
っ

て
い
る
。＜

私＞

の
「
物
語
」
は
こ
の
思
い
出
を
軸
に
構
成
さ
れ
る
。
引
用
し
た
文
章
は
、＜
私＞

が
自
ら
の
「
物
語
」
を
書
き
は
じ
め
る
に
際



一
六

し
て
の
気
持
ち
を
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
語
り
手
の
今
の
心
境
が
現
在
形
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
福
永
の
小
説
の
中

の
一
人
称
の
語
り
の
部
分
で
は
、
現
在
形
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

グ
リ
ー
ン
の
作
品
で
も
、
現
在
の
時
制
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
人
称
小
説
『
幻
を
追
う
人
』
の
第
一
部
、「
マ
リ
ー
＝
テ
レ
ー
ズ
の
手
記
」

の
第
九
章
で
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
目
に
入
る
。

　
　

 「
わ
た
し
が
そ
う
で
あ
っ
た
昔
の
人
間
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
わ
た
し
が
話
し
か
け
て
も
、
そ
の
昔
の
人
間
が
わ
た
し
の
話
を
聞
く
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
。（
…
）

　
　

 　

こ
う
し
た
言
わ
ば
局
部
的
な
死
が
、
わ
た
し
の
心
を
凍
ら
せ
る
。
人
生
と
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
記
憶
の
全
体
的
な
消
滅
に
至
る
ま
で
の
、

滅
亡
の
連
続
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
時
折
わ
た
し
は
、
自
分
が
ど
う
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
数
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
と

自
問
す
る
こ
と
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
今
の
わ
た
し
の
う
ち
に
は
、
も
っ
と
も
生
ぬ
る
い
、
も
っ
と
も
穏
健
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ら
し
め

る
だ
け
の
も
の
さ
え
も
、
も
は
や
残
っ
て
は
い
な
い
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
頁
を
書
い
て
い
る
の
は
、
一
人
の
信
仰
な
き
老
女
に
す
ぎ

な
い
」（
Ⅱ
、
二
四
八
頁
）。　

　

こ
の
件
り
は
、
語
り
手
マ
リ
ー
＝
テ
レ
ー
ズ
が
、
修
道
生
活
へ
の
熱
烈
な
あ
こ
が
れ
を
い
だ
い
て
い
た
少
女
時
代
を
回
顧
し
つ
つ
、
信
仰
の
片

鱗
さ
え
残
っ
て
い
な
い
、
現
在
の
宗
教
的
立
場
を
確
認
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。と
同
時
に
、
語
り
手
は
過
去
の
自
分
を
見
い
だ
せ
な
い
た
め
に
、

死
者
同
然
と
な
っ
た
現
在
の
自
分
の
心
の
状
態
を
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
リ
ー
ン
の
小
説
で
も
、
語
り
手
の
今
の
心
境
が
時
と
し
て

現
在
形
で
示
さ
れ
る
。
だ
が
福
永
と
く
ら
べ
る
と
、
グ
リ
ー
ン
が
現
在
形
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
圧
倒
的
に
少
な
い
。
一
人
称
の
語
り
手
が
現
在

の
思
い
を
吐
露
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
と
さ
ら
新
し
い
手
法
で
は
な
い
。
し
か
し
福
永
の
場
合
、
現
在
形
の
多
用
と
い
う
点
で
、
伝
統
的
な
語
り

か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
福
永
が
内
的
独
白
を
使
い
こ
な
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
的
独
白
と
は
、
こ
の
技
法

の
創
始
者
で
あ
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ュ
ジ
ャ
ル
ダ
ン
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
作
中
人
物
の
心
を
よ
ぎ
る
思
い
の
連
続
し
た
流
れ
を
、
そ
の
思
い



一
七

が
生
じ
る
に
応
じ
て
、
生
じ
る
順
に
、
論
理
的
な
つ
な
が
り
を
説
明
し
な
い
で
喚
び
起
こ
す
こ
と
を
目
的
と
す
る）

40
（

」。『
プ
チ
・
ロ
ベ
ー
ル
』
の
辞

書
の
説
明
で
は
、「
作
中
人
物
が
体
験
し
た
と
み
な
さ
れ
る
、
意
識
の
連
続
し
た
状
態
を
、
一
人
称
で
書
き
写
し
た
も
の
」
で
あ
る
。
簡
単
に
い

う
な
ら
、
内
的
独
白
と
は
、
作
中
人
物
の
内
面
（
意
識
の
流
れ
）
を
独
白
の
形
式
で
表
現
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
福
永
は
こ
の
内
的
独

白
を
、
早
く
も
、
最
初
の
長
篇
『
風
土
』
で
用
い
て
い
る
。
作
品
の
冒
頭
、
音
楽
家
志
望
の
少
年
、
早
川
久
邇
の
内
心
で
、
三
枝
道
子
へ
の
愛
が

目
覚
め
る
の
を
描
写
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　

 「
今
日
は
何
で
も
言
え
る
ぞ
。
少
年
は
も
う
一
度
言
葉
に
出
し
て
呪
文
の
よ
う
に
呟
い
て
み
た
。
赤
く
焼
け
た
太
陽
が
、
蒼そ

う

穹き
ゅ
うの

一
角
か
ら

励
ま
す
よ
う
に
彼
を
見
下
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
広
々
と
し
た
海
の
眺
め
…
…
。
だ
が
、
何
を
道
子
さ
ん
に
言
え
ば
い
い
の
か
、
実
は
そ

れ
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
分
っ
て
は
い
な
い
。
何
で
も
言
え
る
、
が
、
何
を
？　

僕
は
、
何
が
一
体
そ
ん
な
に
嬉
し
い
の
だ
ろ
う
、
と
久
邇
は

心
に
尋
ね
て
み
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
晴
れ
わ
た
っ
た
明
る
い
夏
の
午
後
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
今
し
が
た
僕
が
書
き
と
め
て
来
た
即
興
曲
、
僕

の
作
品
第
六
番
の
た
め
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
道
子
さ
ん
の
…
…
。
そ
う
、
そ
れ
は
み
ん
な
本
当
だ
。
つ
ま
り
は
僕
が
、
道
子
さ
ん
を
好
き

な
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
今
日
、
僕
に
は
っ
き
り
と
分
っ
た
の
だ
。
さ
っ
き
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
た
と
き
、
僕
に
は
、
道
子
さ

ん
が
僕
に
と
っ
て
大
事
な
、
大
事
な
人
で
あ
る
こ
と
が
、
胸
の
痛
く
な
る
ほ
ど
よ
く
分
っ
た
。
不
思
議
な
分
り
か
た
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

と
共
に
、
今
ま
で
た
だ
の
お
友
達
に
す
ぎ
な
か
っ
た
道
子
さ
ん
が
、
そ
れ
以
上
の
も
の
に
思
え
て
来
た
。じ
ゃ
、
そ
う
言
お
う
か
。
君
が
と
っ

て
も
好
き
な
ん
だ
と
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
お
う
か
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
分
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
口
に
出
し
て
は
言
い
に
く
い
な

あ
。
一
体
何
と
言
え
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…
。
そ
し
て
久
邇
は
、
内
気
な
悦
び
に
頰
を
赧あ

か

ら
ま
せ
た
」（
１
、一
八
頁
）。

　

こ
の
一
節
は
全
体
と
し
て
、
早
川
久
邇
の
内
心
の
動
き
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
少
し
仔
細
に
検
討
し
よ
う
。
は
じ
め
の
、「
今
日
は
何
で
も

言
え
る
ぞ
」
と
い
う
思
い
は
、「
少
年
は
（
…
）
呟
い
て
み
た
」
と
い
う
文
を
従
え
て
い
る
の
で
、
独
白
で
あ
り
、
カ
ッ
コ
は
な
い
が
直
接
話
法

に
属
す
る
と
判
定
さ
れ
る
。「
赤
く
焼
け
た
太
陽
が
、（
…
）
彼
を
見
下
し
て
い
る
」
と
い
う
三
番
目
の
文
で
は
、「
彼
」
と
い
う
三
人
称
の
代
名

詞
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
語
り
手
は
作
中
人
物
の
早
川
久
邇
と
合
体
し
て
、
人
物
の
視
点
か
ら
「
太
陽
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
次
の



一
八

「
海
の
眺
め
」
と
と
も
に
、
風
景
は
久
邇
の
内
面
＝
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
と
お
し
て
眺
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
三
番
目
の
文
か
ら
、「
何

で
も
言
え
る
、
が
、
何
を
？
」
と
い
う
文
ま
で
の
部
分
は
、
早
川
久
邇
の
内
面
を
描
い
た
も
の
と
う
け
と
れ
、
し
か
も
「
彼
」
と
い
う
三
人
称
が

出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
自
由
間
接
話
法
に
近
い
文
体
だ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、「
僕
は
、
何
が
一
体
そ
ん
な
に

嬉
し
い
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
が
つ
づ
く
。
こ
の
問
い
は
、「
と
久
邇
は
心
に
尋
ね
て
み
る
」
と
い
う
導
入
動
詞
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
も
最
初
の
文
と
同
じ
よ
う
に
、
直
接
話
法
の
文
で
あ
る
。
こ
の
あ
と
の
、「
そ
れ
は
、
こ
の
晴
れ
わ
た
っ
た
明
る
い
夏
の
午
後
の
た
め
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
文
か
ら
、
さ
い
ご
か
ら
二
番
目
の
、「
一
体
何
と
言
え
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
…
…
」
と
い
う
文
ま
で
の
箇
所
は
、
作
中
人
物
早
川
久

邇
の
心
の
動
き
を
、導
入
動
詞
な
し
に
追
っ
て
い
る
。む
ろ
ん
、口
に
出
し
て
言
わ
れ
た
言
葉
で
は
な
く
、内
心
の
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。し
か
も
「
彼
」

と
い
う
三
人
称
で
は
な
く
、「
僕
」
と
い
う
一
人
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。「
僕
が
書
き
と
め
て
来
た
即
興
曲
」、「
僕
の
作
品
第
六
番
」、「
つ
ま
り
は

僕
が
、
道
子
さ
ん
を
好
き
な
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
」、「
僕
に
は
っ
き
り
と
分
っ
た
の
だ
」、「
僕
に
は
、
道
子
さ
ん
が
僕
に
と
っ
て
大
事
な
、

大
事
な
人
で
あ
る
こ
と
が
、（
…
）
よ
く
分
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
一
人
称
の＜

僕＞

が
六
度
出
て
く
る
。こ
の
箇
所
は
、
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
デ
ュ

ジ
ャ
ル
ダ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
作
中
人
物
の
心
を
よ
ぎ
る
思
い
の
連
続
し
た
流
れ
」
を
、「
そ
の
思
い
」
の
生
起
す
る
が
ま
ま
に
「
喚
び
起

こ
」
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
文
章
は
完
璧
な
内
的
独
白
を
形
成
し
て
い
る
。

　

ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
的
独
白
を
具
体
的
に
見
た
。
福
永
の
多
く
の
作
品
の
な
か
で
は
、
随
所
で
こ
の
種
の
文
章
に
出
会
う
。『
死

の
島
』
に
お
い
て
、
萌
木
素
子
と＜

或
る
男＞

と
の
内
的
独
白
が
、＜

わ
た
し＞

と＜

己＞

と
い
う
一
人
称
に
よ
る
語
り
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の

頁
を
占
め
る
断
章
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。『
忘
却
の
河
』
の
一
章
と
七
章
の
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
も
、

書
か
れ
た
手
記
を
構
成
す
る
と
は
い
え
、
藤
代
と
い
う
人
物
の
意
識
の
流
れ
を
そ
の
ま
ま
た
ど
っ
て
お
り
、
一
種
の
内
的
独
白
で
あ
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
四
章
の
「
夢
の
通
い
路
」
は
、
死
の
床
に
あ
る＜

わ
た
し＞
（
ゆ
き
）
の
、
純
然
た
る
内
的
独
白
で
あ
る
。
自
由
間
接
話
法
に

近
い
文
体
と
は
別
に
、
内
的
独
白
は
、
福
永
が
と
く
に
好
ん
で
用
い
る
手
法
で
あ
る
。

　

内
的
独
白
の
部
分
で
、
カ
タ
カ
ナ
を
使
用
し
て
い
る
点
も
ま
た
、
福
永
の
文
体
上
の
技
法
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
必
要
が
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
の



一
九

文
章
は
、
た
と
え
ば
『
死
の
島
』
の
な
か
の
、「
内
部
」
と
い
う
見
出
し
の
付
い
た
、
萌
木
素
子
の
内
的
独
白
の
断
章
に
存
在
す
る
。
萌
木
素
子

は
相
見
綾
子
と
一
緒
に
広
島
に
向
か
う
日
の
二
日
前
か
ら
、
広
島
の
宿
屋
で
心
中
を
図
る
ま
で
の
、
ほ
ぼ
四
日
間
の
出
来
事
を
、
死
の
想
念
に
と

り
つ
か
れ
た
自
己
の＜

内
部＞

を
開
示
し
つ
つ
、
過
去
形
で
語
っ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
い
つ
そ
れ

0

0

が
始
ま
っ
た
の
か
わ
た
し
は
知
ら
な
い
。

そ
れ

0

0

は
い
つ
で
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
内
部
に
、
わ
た
し
の
中
の
ど
こ
か
奥
深
い
と
こ
ろ
に
、
病
根
の
よ
う
に
根
を
張
っ
て
わ
た
し
と
い

う
も
の
を
腐
ら
せ
て
い
た
」（
上
巻
、
10
、
五
四
頁
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
普
通
ど
お
り
漢
字
と
ひ
ら
が
な
で
書
き
記
さ
れ
る
。
し
か
し
「
内
部
」

で
は
、
こ
の
四
日
間
の＜
過
去＞

の
時
間
と
と
も
に
、
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
当
時
の＜

大
過
去＞

の
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
年
八
月

六
日
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
広
島
に
原
爆
が
投
下
さ
れ
た
日
で
あ
る
。
萌
木
素
子
は
被
爆
体
験
を
も
ち
、
そ
の
記
憶
は
素
子
の
脳
裡
に
焼
き
つ

い
て
離
れ
な
い
。
被
爆
体
験
の
思
い
出
が
、
素
子
の
思
考
の
基
盤
を
な
す
原
風
景
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
と
き
、
次
の
よ
う
に
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
き

表
わ
さ
れ
る
。

　
　

 「
空
気
は
熱
ク
澱
ン
デ
イ
テ
風
ト
イ
ウ
モ
ノ
ハ
ナ
カ
ッ
タ
。
タ
ダ
螺
旋
状
ヲ
ナ
シ
タ
空
間
ノ
中
ヲ
、ソ
ノ
熱
シ
タ
空
気
ハ
ユ
ル
ヤ
カ
ニ
メ
グ
リ
、

ノ
ボ
ッ
テ
ハ
ク
ダ
リ
、
ク
ダ
ッ
テ
ハ
ノ
ボ
ッ
タ
。
屍
体
ヲ
焼
ク
臭
イ
ガ
ソ
ノ
中
ニ
充
満
シ
タ
。
モ
ウ
幾
日
モ
幾
日
モ
、
彼
女
ガ
嗅
イ
デ
イ
タ

ノ
ハ
コ
ノ
空
気
ダ
ッ
タ
。
犠
牲
者
ハ
祭
壇
デ
焼
カ
レ
、
生
キ
テ
イ
ル
物
タ
チ
モ
ソ
ノ
順
番
ヲ
待
ッ
テ
イ
タ
」（
上
巻
、
10
、
五
九
頁
）。

　

こ
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
一
節
で
、「
彼
女
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
萌
木
素
子
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
こ
を
語
っ
て
い
る
の
は
誰
か
。
第

三
者
の
語
り
手
な
の
か
。
結
論
的
に
い
う
な
ら
、
素
子
じ
し
ん
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
内
部
」
は
萌
木
素
子
の
内
的
独

白
で
あ
り
、
こ
の
一
節
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
か
ら
だ
。
換
言
す
れ
ば
、＜
過
去＞

の
時
間
の
流
れ
の
中
に
、＜

大
過
去＞

の
時
間
が
挿
入
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
素
子
は＜

大
過
去＞

に
身
を
置
く
自
分
を
、＜

過
去＞

の
自
分
と
区
別
す
る
た
め
に
、＜

彼
女＞

と
呼
ぶ
。
被
爆
体
験
に
ま
つ
わ

る
映
像
が
自
己
の
脳
裡
を
支
配
す
る
決
定
的
な
原
風
景
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、＜

わ
た
し＞

で
は
な
く＜

彼
女＞

と
い
う
代
名
詞
を
用
い

る
の
で
あ
る
。
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
そ
の
映
像
が＜

大
過
去＞

に
属
す
る
原
風
景
で
あ
る
こ
と
を
さ
ら
に
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
素
子
の
内

面
＝
意
識
を
重
層
的
に
表
現
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。



二
〇

　

カ
タ
カ
ナ
表
記
の
例
を
も
う
一
つ
挙
げ
よ
う
。『
世
界
の
終
り
』（
一
九
五
九
）
所
収
の
短
篇
『
影
の
部
分
』
に
、
そ
れ
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

作
品
は
、
画
家
の＜

僕＞

が
独
身
時
代
か
ら
付
き
合
っ
て
い
た
麻
子
の
自
殺
を
聞
き
知
り
、
生
前
の
麻
子
と
の
関
係
を
回
顧
す
る
と
い
う
か
た
ち

を
と
っ
て
進
行
す
る
。
次
の
引
用
文
は
、「
ち
っ
と
も
好
き
で
は
な
い
」（
６
、五
二
頁
）
男
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
麻
子
に
、＜

僕＞

が
愛
の
告

白
を
す
る
場
面
を
思
い
起
こ
し
た
件
り
で
あ
る
。

　
　
「「（
…
）
し
か
し
愛
し
て
い
れ
ば
、
僕
が
君
を
愛
し
て
い
れ
ば
、
…
…
ね
、
そ
ん
な
こ
と
分
っ
て
い
る
筈
じ
ゃ
な
い
か
？
」

　
　

 　

シ
カ
シ
ハ
ッ
キ
リ
ト
愛
シ
テ
イ
ル
ト
言
ッ
タ
コ
ト
ハ
、
一
度
モ
ナ
カ
ッ
タ
ノ
ダ
。
一
時
ノ
興
奮
デ
口
ニ
シ
タ
ノ
カ
、
ナ
ゼ
今
マ
デ
ソ
レ
ヲ

口
ニ
シ
ナ
カ
ッ
タ
ノ
カ
、
誰
ニ
憚
ッ
タ
ノ
カ
、
女
房
ニ
カ
、
ソ
シ
テ
今
モ
ウ
遅
ス
ギ
ル
ト
分
ッ
タ
カ
ラ
、
ソ
レ
デ
言
イ
出
シ
タ
ノ
カ
。

　
　

 

「
あ
な
た
は
あ
た
し
な
ん
か
愛
し
て
は
い
な
い
」
と
平
静
な
声
で
麻
ち
ゃ
ん
は
答
え
た
」（
６
、五
二

－

五
三
頁
）。　

　

カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
た
箇
所
は
、
麻
子
と
話
し
て
い
る
と
き
に
、＜

僕＞

が
心
の
奥
底
で
考
え
た
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
実
生
活
に
お

い
て
、
表
面
上
の
会
話
と
、
そ
の
話
し
手
の
内
奥
で
の
思
い
と
が
食
い
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
始
終
起
こ
る
。
そ
の
思
い
を
、「
そ
の
と
き
僕

は
こ
う
考
え
て
い
た
」
な
ど
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
な
い
で
、
直
接
的
に
内
的
独
白
で
描
出
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
表
面
上
の
対
話
と
区
別
す
る
た

め
に
、
カ
タ
カ
ナ
に
よ
っ
て
表
記
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
は
、
過
去
を
顧
み
る＜

僕＞

が
今
、
語
り
手
と
し
て

心
の
奥
底
で
内
省
し
て
い
る
こ
と
を
開
陳
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、＜

僕＞

の
現
在
の
思
い
は
、
そ
の
ま
ま
伝
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
回
想
さ
れ
る
過
去
の
行
為
と
切
り
離
す
た
め
に
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
よ
っ
て
示
す
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
の

カ
タ
カ
ナ
に
よ
る
表
記
は
、
先
の
例
と
同
様
に
、
作
中
人
物
の
意
識
の
深
層
の
表
出
を
も
た
ら
す
が
ゆ
え
に
、
作
品
世
界
を
内
面
化
す
る
の
に
寄

与
し
て
い
る
。

　

作
品
世
界
の
内
面
化
に
関
係
し
て
、三
人
称
の
代
名
詞
に
よ
る
語
り
と
い
う
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。＜

彼＞
＜

彼
女＞

と
い
う
代
名
詞
は
、『
忘

却
の
河
』
の
一
章
と
七
章
、『
死
の
島
』
の
な
か
の
「
内
部
」
の
断
章
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
は
内
的
独
白
を
形
成
す
る
章
で
あ
り
、

一
人
称
に
よ
る
語
り
の
中
に
、
三
人
称
の
代
名
詞
が
混
入
し
た
例
で
あ
る
。
ま
た
『
海
市
』
の
よ
う
に
、
第
三
者
が
語
り
手
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で



二
一

も
、
三
人
称
の
代
名
詞
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。す
で
に
述
べ
た
ご
と
く
、『
海
市
』
は
画
家
の
澁
太
吉
と
安
見
子
の
愛
を
物
語
る
。

二
人
の
愛
の
進
展
を
軸
と
す
る
、
い
わ
ば
現
在
の
時
間
は
、
澁
太
吉
が
語
り
手
と
な
っ
て
、
一
人
称
の＜

私＞

に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
る
。
愛
の
出

会
い
に
先
立
つ
、
過
去
の
時
間
は
、
澁
太
吉
を
指
し
示
す＜

彼＞

、
安
見
子
を
あ
ら
わ
す＜

彼
女＞

と
い
う
代
名
詞
を
使
っ
て
喚
起
さ
れ
る
。
こ

の
過
去
の
時
間
に
お
い
て
、
固
有
名
詞
の
利
用
は
避
け
ら
れ
る
。
戦
時
中
、
澁
太
吉
が
ふ
さ
ち
ゃ
ん
と
い
う
名
の
、
病
身
の
恋
人
を
背
負
っ
て
、

防
空
壕
に
向
か
う
と
こ
ろ
を
叙
述
し
た
件
り
を
引
用
し
よ
う
。

　
　
「「
こ
い
つ
は
い
け
な
い
。
防
空
壕
へ
行
こ
う
。
こ
ん
な
に
早
く
空
襲
警
報
が
鳴
る
時
は
あ
ぶ
な
い
ん
だ
。」

　
　
　

彼
は
立
ち
上
り
、
彼
女
の
身
体
を
抱
き
起
し
た
。

　
　

 

「
さ
あ
、
僕
が
お
ぶ
っ
て
行
っ
て
あ
げ
よ
う
。」

　
　

 

「
で
も
恥
ず
か
し
い
。」

　
　

 

「
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
る
場
合
じ
ゃ
な
い
。
さ
あ
。」

　
　

 　

彼
は
そ
こ
に
し
ゃ
が
み
、
彼
女
の
両
手
が
彼
の
肩
に
か
か
る
の
を
前
の
方
に
手
繰
り
寄
せ
る
よ
う
に
し
た
。
サ
イ
レ
ン
は
相
変
ら
ず
断
続

的
に
鳴
り
続
け
て
い
た
。
彼
は
彼
女
の
軽
い
身
体
を
背
負
っ
て
立
ち
上
っ
た
。
暖
か
い
息
が
彼
の
頰
に
触
れ
た
。

　
　

 

「
恥
ず
か
し
い
、」
と
彼
女
が
繰
返
し
た
。

　
　

 　

彼
も
ま
た
恥
ず
か
し
か
っ
た
。
二
人
が
こ
ん
な
に
親
密
に
身
体
を
触
れ
合
っ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
だ
っ
た
。
彼
は
彼
女
の
全
身
を
燃
え

る
よ
う
に
自
分
の
背
中
や
両
手
に
感
じ
な
が
ら
、
泉
水
を
め
ぐ
っ
て
防
空
壕
の
あ
る
方
へ
と
歩
い
た
。

　
　

  

「
あ
た
し
は
死
に
た
い
。
せ
め
て
こ
う
し
て
、
あ
な
た
に
こ
う
し
て
お
ぶ
さ
っ
て
、
一
緒
に
死
に
た
い
、」
と
彼
の
耳
許
に
口
を
つ
け
て
、

彼
女
が
喘
ぐ
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　

 　

そ
の
時
、
彼
も
ま
た
同
じ
こ
と
を
思
っ
た
。こ
う
し
て
死
に
た
い
、
ど
う
せ
死
ぬ
の
な
ら
、
彼
女
と
一
緒
に
こ
う
し
て
死
ん
で
行
き
た
い
。

な
ぜ
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
の
か
。
彼
は
一
歩
一
歩
足
を
踏
み
し
め
な
が
ら
、心
の
中
に
同
じ
問
を
繰
返
し
た
」（
８
、一
六
九

－

一
七
〇
頁
）。
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こ
こ
で
の＜

彼＞

と
は
、
澁
太
吉
の
こ
と
で
あ
り
、＜

彼
女＞

は
ふ
さ
ち
ゃ
ん
で
あ
る
。
ふ
さ
ち
ゃ
ん
は
中
心
人
物
で
は
な
い
が
、
若
き
日
の

主
人
公
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
の
で
、
名
指
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
件
り
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
一
人
称
の＜

私＞

で
は
な
く
、
第

三
者
の
語
り
手
で
あ
る
と
一
応
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
語
り
手
は
澁
太
吉
と
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
さ
い
ご
の
段
落
で
、「
こ

う
し
て
死
に
た
い
、
ど
う
せ
死
ぬ
の
な
ら
、
彼
女
と
一
緒
に
こ
う
し
て
死
ん
で
行
き
た
い
。
な
ぜ
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
よ
う

に
、
自
由
間
接
話
法
に
近
い
文
体
で
、
主
人
公
の
内
面
描
写
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

箇
所
は
、
澁
太
吉
の
記
憶
の
な
か
で
の
回
想
場
面
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
印
象
は
、
固
有
名
詞
で
は
な
く
、＜

彼＞
＜

彼
女＞

と
い
う

三
人
称
の
代
名
詞
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
強
ま
る
。
こ
の
使
用
に
よ
っ
て
、
喚
び
起
こ
さ
れ
る
場
面
が
主
人
公
の
心
象
風
景

と
化
す
ほ
ど
ま
で
に
、
内
面
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
海
市
』
を
流
れ
る
過
去
の
時
間
の
な
か
で
、
安
見
子
の
こ
と
を
記
述
し
た
部
分
を
瞥
見
し
た
い
。
安
見
子
が
夫
と
一
緒
に
バ
ー
で
酒
を
飲
む

と
こ
ろ
を
描
い
た
一
節
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　
　

 「
彼
女
は
バ
ア
の
棲と

ま

り
木ぎ

に
腰
を
据
え
て
、隣
に
い
る
夫
が
マ
ダ
ム
と
陽
気
に
話
し
て
い
る
の
を
微
笑
を
浮
べ
な
が
ら
聞
い
て
い
た
。彼
は
早
い
ピ
ッ

チ
で
ハ
イ
ボ
ー
ル
を
飲
み
、彼
女
の
方
は
ゆ
っ
く
り
と
ジ
ン
フ
ィ
ー
ズ
を
飲
ん
だ
。そ
れ
が
二
人
の
飲
み
か
た
だ
っ
た
。
少
し
ず
つ
酔
が
廻
っ

て
来
る
の
を
、
彼
女
は
心
が
す
べ
て
の
も
の
に
ゆ
る
や
か
に
開
い
て
行
く
よ
う
に
感
じ
て
い
た
」（
８
、四
九

－

五
〇
頁
）。

　

こ
の
短
い
文
章
で
も
、第
三
者
の
語
り
手
は
安
見
子
と
名
指
さ
ず
、＜

彼
女＞

と
呼
ぶ
こ
と
で
、作
中
人
物
と
の
共
犯
者
性
を
い
や
ま
し
て
い
る
。

こ
の
場
面
は
先
の
引
用
文
と
は
ち
が
っ
て
、必
ず
し
も
人
物
の
内
的
風
景
と
い
う
印
象
を
与
え
な
い
。と
は
い
え
、さ
い
ご
に
、「
少
し
ず
つ
酔
が
廻
っ

て
来
る
の
を
、
彼
女
は
心
が
す
べ
て
の
も
の
に
ゆ
る
や
か
に
開
い
て
行
く
よ
う
に
感
じ
て
い
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
安
見
子
の
内
心
の
動
き
が

描
出
さ
れ
て
い
る
。
固
有
名
詞
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
と
作
中
人
物
と
の
距
離
が
狭
ま
り
、
そ
の
分
、
人
物
の
内
面
が
露
わ
に
さ

れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。
固
有
名
詞
の
代
わ
り
に
、
三
人
称
の
代
名
詞
を
用
い
る
技
法
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
作
中
人
物
の
内
面
＝
意
識
を
浮

き
彫
り
に
す
る
た
め
の
一
環
と
し
て
あ
り
、
作
品
世
界
の
内
面
化
に
貢
献
し
て
い
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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福
永
の
長
い
文
体
も
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
な
か
で
把
握
す
べ
き
で
あ
る
。『
影
の
部
分
』
か
ら
例
示
し
よ
う
。
こ
の
作
品
の
主
人
公
兼
語
り

手
の＜
僕＞

は
、
自
分
を
「raté

」、
つ
ま
り
「
人
生
の
落
伍
者
」
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
（
６
、三
五
頁
）。＜

僕＞

は
女
房
と
の
や
り
と
り

を
振
り
返
り
な
が
ら
、
自
己
の
現
状
に
思
い
を
致
し
て
い
る
。

　
　

 「
そ
の
名
前
を
言
え
ば
、
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
女
房
は
既
に
ひ
と
か
ど
の
閨
秀
画
家
と
し
て
名
を
為
し
て
し
ま
い
、

ま
た
確
か
に
そ
れ
だ
け
の
天
分
と
教
養
と
を
持
ち
（
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の raté 

な
ど
と
い
う
洒
落
た
言
葉
を
僕
が
知
っ
て
い
る
の
も
、

女
房
が
僕
を
や
っ
つ
け
る
時
の
白せ

り
ふ

を
借
り
た
ま
で
だ
）、
自
分
の
好
き
な
仕
事
で
飯
の
食
え
る
藝
術
家
な
の
だ
か
ら
、
僕
が
下
ら
な
い
挿
絵

な
ん
か
描
く
の
を
眼
の
仇
に
し
て
、「
何
も
お
金
に
困
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
ん
な
恥
ず
か
し
い
仕
事
は
や
め
て
頂
戴
、」
と
か
、「
昔

は
あ
ん
な
に
熱
心
に
絵
を
画
い
た
人
が
、
近
頃
の
ざ
ま
は
何
？
」
と
か
、「
や
っ
て
み
な
い
か
ら
い
け
な
い
の
よ
、
昔
は
あ
た
し
に
教
え
て

く
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
も
の
か
し
ら
？
」
と
か
、
口
癖
に
、
し
か
も
そ
の
実
、
僕
が
も
う
昔
の
、

と
言
っ
て
も
戦
後
間
も
な
く
の
混
乱
し
た
時
代
に
、
誰
で
も
が
見
喪
っ
て
い
た
情
熱
を
再
発
見
し
て
新
し
い
仕
事
を
し
よ
う
と
張
り
つ
め
て

い
た
頃
の
、
あ
の
み
ず
み
ず
し
い
活
力
を
と
う
に
な
く
し
て
い
る
こ
と
は
百
も
承
知
で
、
僕
を
や
っ
つ
け
る
こ
と
に
快
感
を
覚
え
て
い
る
よ

う
な
女
な
の
だ
が
、
僕
は
女
房
に
や
ら
れ
て
お
と
な
し
く
ぺ
こ
ぺ
こ
す
る
人
間
で
は
な
い
し
、
そ
う
な
る
と
自
分
の
空
想
の
中
に
閉
じ
籠
っ

て
現
実
に
は
わ
ざ
と
眼
を
つ
ぶ
る
、
そ
の
空
想
の
中
で
は
僕
は
自
由
だ
し
、
空
想
の
中
で
描
い
た
絵
ほ
ど
美
し
い
も
の
は
な
い
と
考
え
る
癖

が
あ
り
、
二
人
は
ま
っ
た
く
平
行
線
を
歩
い
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
が
、
そ
れ
で
も
時
々
は
気
を
取
り
直
し
て
、
こ
い
つ
の
論
理
な

ん
て
あ
や
ふ
や
な
も
の
だ
と
感
じ
て
、「
も
う
一
遍
言
っ
て
御
覧
、」
と
訊
い
て
み
た
り
す
る
と
、「
な
に
そ
れ
、
開
き
直
る
の
？
」
と
忽
ち

声
が
高
く
な
る
か
ら
、「
女
の
理
窟
は
非
論
理
的
だ
よ
、」
と
言
い
返
す
、「
あ
な
た
が
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
か
ら
よ
、人
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、

何
を
考
え
て
い
た
の
？
」
と
逆
襲
さ
れ
る
こ
と
も
度
々
な
の
だ
、
と
言
っ
て
も
、
僕
は
自
分
を
、
や
っ
ぱ
り
ぼ
ん
や
り
な
、
白
昼
夢
を
見
る

よ
う
な
人
間
だ
と
は
思
わ
な
い
」（
６
、三
五

－

三
六
頁
）。

　

こ
の
一
文
は
約
七
六
〇
字
か
ら
成
り
、
計
三
十
八
の
読
点
を
持
つ
。
一
つ
の
挿
入
句
、
七
つ
の
会
話
文
を
含
む
、
実
に
長
い
文
で
あ
る
。
全
体
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と
し
て
、＜

僕＞

は
う
だ
つ
の
上
が
ら
な
い
画
家
で
あ
り
、
昔
は
情
熱
に
燃
え
、
理
想
を
追
い
も
と
め
て
い
た
が
、
今
は
も
は
や
甘
い
夢
を
見
た

り
は
し
な
い
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
清
水
徹
は
、『
影
の
部
分
』
の
回
想
の
方
式
を
問
題
に
し
、＜

僕＞

の
回
想
が
「
リ

ア
リ
ズ
ム
的
な
回
想
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
乗
っ
て
で
は
な
く
」、「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
展
開
自
体
に
よ
っ
て
」、「
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
」
い
る
と
断

定
し
て
い
る）

41
（

。
た
し
か
に
、
こ
の
引
用
文
で
は
、＜

僕＞

の
女
房
の
発
言
は
時
間
的
順
序
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
文
章
の
自
在
な
表
現
の
な
か
で

想
起
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
展
開
」
と
は
、＜

僕＞

の
意
識
の
流
れ
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
含
意
す
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
あ
と
、
清
水
徹
は
こ
の
作
品
の
長
い
文
体
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
　

 「
こ
の
長
い
文
体
は
む
し
ろ
時
間
を
消
し
去
る
方
向
に
作
用
す
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
運
動
が
世
界
の
時
間
を
変
質
さ
せ
て
い
る
、
た
だ

小
説
の
な
か
に
し
か
あ
り
え
ぬ
時
間
へ
、
あ
る
い
は
想
像
的
な
空
間
へ
と
化
し
て
い
る
の
だ）

42
（

」。

　

長
い
文
体
が
、「
小
説
の
な
か
に
し
か
あ
り
え
ぬ
時
間
」、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
非
現
実
の
時
間
を
、
そ
し
て
「
想
像
的
な
空
間
」
を
現
出
さ

せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
正
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
小
説
の
中
を
流
れ
る
時
間
は
い
つ
の
場

合
も
、
非
現
実
の
時
間
で
あ
る
し
、
小
説
は
つ
ね
に
想
像
的
な
空
間
を
提
示
す
る
か
ら
だ
。
伝
統
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
に
お
け
る
時
間
・
空
間

と
は
異
質
な
も
の
が
、
長
い
文
体
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
、
清
水
徹
は
力
説
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
回
想

さ
れ
る
過
去
の
時
間
・
空
間
で
は
な
く
、
回
想
す
る＜

僕＞
の
現
在
時
、
現
在
の
空
間
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
空
間
は
「
想
像
的
な
空
間
」

と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
時
間
も
、「
小
説
の
な
か
に
し
か
あ
り
え
ぬ
時
間
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
先

に
引
用
し
た
長
い
文
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
過
去
の
時
間
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、＜

僕＞

の
現
在
の
胸
の
内
を
披
瀝
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
小
説
に
お
け
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
よ
っ
て
の
み
実
現
し
う
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
自
由
奔

放
さ
が
、＜

僕＞

の
現
在
の
内
面
の
カ
オ
ス
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
独
自
の
時
間
・
空
間
を

創
造
す
る
と
い
っ
た
議
論
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
約
言
す
れ
ば
、
長
い
文
体
は
、
作
中
人
物
の
意
識
の
流
れ
を
忠
実
に
た
ど
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
が
ゆ
え
に
、
作
品
世
界
の
内
面
化
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



二
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句
読
点
の
な
い
文
章
も
、
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。『
告
別
』（
一
九
六
二
）
に
収
録
さ
れ
た
短
篇
『
形
見
分
け
』
に
そ
れ
は
見
ら
れ
る
。
こ
の
作

品
は
、
記
憶
を
喪
失
し
た＜

男＞

の
物
語
で
あ
る
。＜

男＞

は
海
辺
に
い
る
。
山
、
国
道
、
家
々
の
屋
根
、
海
な
ど
を
眺
め
る
。
第
三
者
の
語
り

手
に
よ
る
、＜
男＞

の
視
点
か
ら
の
海
辺
の
風
景
の
素
描
の
あ
と
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
つ
づ
く
。

　
　

 「
海
に
は
陽
が
射
し
て
い
る　

海
の
ひ
ろ
げ
た
両
腕
は
満
々
と
太
陽
の
光
線
を
受
け
と
め
て
い
る　

し
か
し
村
の
家
々
に
は
太
陽
は
な
い　

暗
い　

鎖
さ
れ
て
い
る
そ
の
内
部
は
記
憶
の
な
い
生
の
よ
う
だ　

海
へ
行
け
ば
そ
れ
は
充
さ
れ
る
だ
ろ
う　

海
に
は
光
が
真
実
が
体
験
の
明

白
な
意
識
が
あ
る
だ
ろ
う　

し
か
し
僕
に
は
そ
れ
が
怖
い　

海
へ
行
く
の
が
怖
い　

泳
げ
な
い
の
が
怖
い　

不
安
だ　

し
か
し
鎖
さ
れ
た
内

部
で
夢
の
意
味
を
問
い
続
け
る
こ
と
の
方
が
百
倍
も
悪
い
の
か
も
し
れ
な
い　

僕
に
は
海
へ
行
く
こ
と
が
出
来
な
い　

僕
は
待
つ
だ
け
だ　

そ
う
だ
っ
た
ね
ド
ク
ト
ル
さ
ん　

い
つ
か
は
海
が
僕
の
内
部
に
ひ
ら
け
太
陽
が
い
っ
ぱ
い
に
充
ち
溢
れ
る
だ
ろ
う　

も
う
じ
き
だ　

も
う
す

ぐ
だ
」（
６
、三
三
〇

－

三
三
一
頁
）。

　

こ
こ
で
出
て
く
る
「
ド
ク
ト
ル
さ
ん
」
と
は
、＜

男＞

の
妻
で
あ
る
。＜

男＞

は
海
辺
の
館
で
妻
と
一
緒
に
住
み
、
妻
の
世
話
を
受
け
て
い
る
。

だ
が＜

男＞

は
記
憶
を
う
し
な
っ
て
い
る
た
め
、
傍
ら
に
い
る
女
が
妻
だ
と
わ
か
ら
ず
に
、
女
を
「
ド
ク
ト
ル
さ
ん
」
と
い
っ
た
よ
う
に
渾
名
で

呼
ぶ
の
で
あ
る
。＜

男＞

は
女
に
夢
の
話
を
し
、「
夢
の
意
味
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
憶
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
。
こ
の
一
節
で
は
、

「
海
へ
行
く
」
こ
と
、「
太
陽
」（
＝
記
憶
）
が
「
充
ち
溢
れ
る
」
と
こ
ろ
に
出
る
こ
と
へ
の
期
待
と
不
安
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
段

落
は
、
一
人
称
の＜

僕＞

に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、＜
男＞
の
内
的
独
白
で
あ
る
と
う
け
と
れ
る
。
ま
た
読
者
が
読
み
づ
ら
く
な
ら
な
い

よ
う
に
、活
字
の
な
い
空
白
が
あ
る
も
の
の
、句
読
点
が
全
く
打
た
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、一
目
見
て
た
し
か
め
ら
れ
る
。ち
な
み
に
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・

ジ
ョ
イ
ス
は
、
句
点
も
読
点
も
な
い
文
章
に
ひ
ど
く
拘
泥
し
た
。
岩
崎
力
は
「
小
説
形
式
・
小
説
技
法
の
変
革 

─
─

《
内
的
独
白
》
を
め
ぐ
っ
て
」

と
題
し
た
論
考
の
な
か
で
、
ジ
ョ
イ
ス
に
お
け
る
句
読
点
の
不
在
を
問
題
に
し
、「
人
間
の
心
理
と
い
う
《
マ
グ
マ
》
状
の
も
の
」
を
暴
き
出
す

た
め
に
は
、「
断
片
的
完
結
を
否
応
な
く
感
じ
さ
せ
る
句
読
点
の
存
在
」
は
、ジ
ョ
イ
ス
に
と
っ
て
「
邪
魔
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
」

と
述
べ
て
い
る）

43
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。
そ
し
て
内
的
独
白
を
用
い
て
、
人
間
の
「
あ
る
が
ま
ま
の
意
識
」、
意
識
の
「
生
起
と
変
化
そ
の
も
の
」
を
表
現
す
る）

44
（

た
め
に
、
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ジ
ョ
イ
ス
は
句
読
点
を
追
放
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
福
永
が
句
読
点
の
な
い
文
章
を
書
く
の
も
、
む
ろ
ん
、
同
じ
目
的
の
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
こ
こ
で
の＜

僕＞

の
内
面
は
そ
れ
ほ
ど
混
沌
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
句
読
点
の
な
い
文
章
に
よ
っ
て＜

僕＞

の
思
い
が

綴
ら
れ
る
こ
と
で
、
作
品
世
界
が
い
っ
そ
う
内
面
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。

　

福
永
は
『
幼
年
』
の
な
か
で
、
一
つ
の
文
で
あ
る
の
に
、
途
中
で
次
の
行
に
送
る
こ
と
、
つ
ま
り
改
行
を
こ
こ
ろ
み
て
い
る
。「
夢
の
繰
返
し
」

の
章
か
ら
、
そ
の
例
を
拾
っ
て
み
よ
う
。

　
　

 「（
…
）
次
の
よ
う
な
夢
を
私
は
し
ば
し
ば
見
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
一
つ
の
河
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
え
間
も
な
く
河
音
を
響
か
せ
て
流
れ
て

い
る
が
、

　
　

 　

子
供
の
眼
か
ら
見
れ
ば
途
方
も
な
く
大
き
な
、
向
う
側
を
正
確
に
見
定
め
る
こ
と
も
出
来
な
い
ほ
ど
の
幅
を
持
っ
て
い
る
し
、
あ
た
り
に

は
人
の
気
配
も
な
く
、
子
供
は
道
に
迷
っ
て
い
つ
し
か
そ
の
河
岸
ま
で
や
っ
て
来
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
子
供
は
そ
の
寂
し
い
河
の
前

に
立
っ
て
、
流
れ
て
行
く
水
を
眺
め
、
お
お
い
、
と
大
き
な
声
で
叫
ぶ
。
誰
を
、
誰
か
特
定
の
人
を
、
呼
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
声

を
出
し
て
呼
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
持
で
、
声
を
出
す
。
或
る
時
は
そ
こ
か
ら
が
悪
夢
に
な
り
、
呼
ん
だ
と
こ
ろ
で
誰
一
人
現
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
寧
ろ
気
味
の
悪
い
生い

き

物も
の

た
ち
の
ご
そ
ご
そ
動
き
廻
る
音
を
聞
く
だ
け
な
の
に
、
或
る
時
は
、
夢
は
そ
こ
か
ら
美
し
い
旋
律
を
響

か
せ
て
、

　
　
　

待
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
も
う
す
ぐ
行
く
わ
よ
、

　
　
　

じ
っ
と
し
て
い
る
の
よ
、　

　
　
　

早
く
、
こ
っ
ち
よ
、

　
　

と
言
う
声
が
何
処
か
ら
と
も
な
く
聞
え
て
来
て
、
子
供
は
安
心
し
た
よ
う
な
、
し
か
し
ま
だ
少
し
不
安
な
気
持
で
、

　
　
　

ど
こ
に
い
る
の
、

　
　

 

と
問
い
返
す
が
、
声
の
主
は
決
し
て
姿
を
見
せ
ず
、
そ
れ
が
後
ろ
の
方
か
ら
な
の
か
、
空
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
河
の
向
う
岸
か
ら
な
の
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か
、
彼
に
は
ち
っ
と
も
分
ら
な
い
」（
７
、三
〇
〇

－

三
〇
一
頁
）。

　

＜
私＞
が
た
び
た
び
見
る
、
河
の
夢
の
こ
と
が
扱
わ
れ
て
い
る
。ま
ず
第
二
段
落
の
は
じ
め
の
、「
子
供
の
眼
か
ら
見
れ
ば
途
方
も
な
く
大
き
な
」

云
々
の
文
は
、
第
一
段
落
の
終
わ
り
の
、「
そ
れ
は
絶
え
間
も
な
く
河
音
を
響
か
せ
て
流
れ
て
い
る
が
、」
と
い
う
文
の
つ
づ
き
で
あ
る
。
第
一
段

落
の
さ
い
ご
は
句
点
で
は
な
く
、
読
点
で
あ
る
の
で
、
一
つ
な
が
り
の
文
が
途
中
で
区
切
ら
れ
て
、
あ
と
の
部
分
が
改
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
改
行
は
、
夢
の
中
の
河
が
「
子
供
の
眼
」
に
は
ど
の
よ
う
に
映
る
か
を
強
調
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
改
行
に
よ
っ
て
、

文
は
夢
の
記
述
に
移
行
す
る
の
で
、
内
面
化
さ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
文
章
は
子
ど
も
時
代
を
追
想
す
る＜

私＞

の
意
識
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
次
の
段
落
か
ら
の
、「
待
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
も
う
す
ぐ
行
く
わ
よ
、
／
じ
っ
と
し
て
る
の
よ
、
／
早
く
、
こ
っ
ち
よ
、」
と
い
う
声
も
、

「
或
る
時
は
、
夢
は
そ
こ
か
ら
美
し
い
旋
律
を
響
か
せ
て
、」
と
い
う
表
現
に
つ
づ
く
も
の
で
あ
り
、
断
絶
は
な
い
。
こ
の
改
行
は
、＜

私＞

の
幼

い
頃
に
亡
く
な
っ
た
母
の
声
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
声
は
夢
の
中
の
声
で
あ
り
、
母
を
追
憶
す
る＜

私＞

の
内
心
の
声
で

も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
母
の
声
は＜

私＞
の
内
な
る
風
景
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
次
に
改
行
さ
れ
る
、「
ど
こ
に
い
る
の
、」
と
い

う＜

私＞

の
声
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
こ
の
声
が
新
た
な
段
落
に
移
さ
れ
る
こ
と
で
、
母
を
探
し
も
と
め
る＜

私＞

の
心
の
動
き
が
ひ
き
立
っ
て

い
る
。
全
体
と
し
て
、
こ
の
件
り
は
夢
の
記
述
の
体
裁
を
と
り
な
が
ら
、
不
在
の
母
の
こ
と
を
想
う＜

私＞

の
内
面
を
、
改
行
に
よ
っ
て
く
っ
き

り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
改
行
も
ま
た
、
作
品
世
界
の
内
面
化
に
深
く
関
与
し
て
い
る
。

　

福
永
の
小
説
に
お
い
て
、
会
話
が
カ
ッ
コ
で
く
く
ら
れ
ず
、
地
の
文
に
そ
の
ま
ま
置
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。『
忘
却
の
河
』
が
そ
う
で
あ
る
。

最
初
の
章
で
、＜

私＞

は
流
産
し
か
か
っ
て
い
る
女
を
助
け
、
救
急
車
で
病
院
に
運
ぶ
。
翌
日
の
晩
、＜

私＞

は
病
院
に
行
く
。
そ
の
折
、
友
人

か
ら
聞
い
た
こ
と
と
し
て
、
死
ん
だ
戦
友
の
話
を
、
退
屈
し
の
ぎ
に
女
に
す
る
。
三
日
後
、＜

私＞

は
ふ
た
た
び
女
を
見
舞
う
。
次
の
一
節
は
、

そ
の
と
き
の
や
り
と
り
を
振
り
返
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　

 「
よ
く
な
っ
た
ら
し
い
ね
、
と
私
も
微
笑
し
た
。
お
蔭
さ
ま
で
。
わ
た
し
も
う
死
ぬ
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
た
わ
。
君
み
た
い
な
若
い
人
は

そ
う
簡
単
に
は
死
な
な
い
さ
。
そ
う
か
し
ら
、
で
も
わ
た
し
、
死
の
う
と
思
っ
た
こ
と
が
何
度
も
あ
る
の
よ
。
女
は
無
造
作
に
そ
う
呟
き
、
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鈍
痛
の
よ
う
な
も
の
が
再
び
私
の
胸
を
圧
迫
し
た
。
寝
て
い
た
方
が
い
い
よ
、
と
私
は
言
い
、
女
は
大
人
し
く
横
に
な
っ
た
か
ら
、
私
は
病

院
の
薄
い
蒲
団
を
胸
の
上
に
掛
け
て
や
る
と
、
再
び
そ
の
横
の
方
に
腰
を
下
し
た
。
君
は
身
よ
り
の
人
は
い
な
い
の
か
い
。
誰
か
見
舞
に
来

て
く
れ
た
か
ね
、
と
私
は
訊
い
た
。
女
は
黙
っ
た
ま
ま
首
を
横
に
振
っ
た
。
そ
し
て
反
対
に
私
に
尋
ね
た
。
こ
の
前
の
小
父
さ
ん
の
話
、
あ

の
お
友
達
と
い
う
の
は
小
父
さ
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
。
だ
っ
て
あ
れ
は
小
父
さ
ん
の
こ
と
よ
、
そ
ん
な
こ
と
ぐ
ら
い
わ
た
し
に

だ
っ
て
分
る
。
君
は
眠
っ
て
い
た
じ
ゃ
な
い
か
、
君
が
眠
っ
た
か
ら
私
は
黙
っ
て
帰
っ
た
。
い
い
え
起
き
て
い
た
わ
、
起
き
て
眼
を
つ
ぶ
っ

て
い
た
。
泣
く
ま
い
と
思
っ
て
、
我
慢
し
て
、
そ
れ
で
眼
を
つ
ぶ
っ
て
い
た
の
よ
」（
７
、四
九
頁
）。

　

こ
の
段
落
は
、ほ
ぼ
全
体
が
、＜
私＞

と
女
と
の
対
話
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。「
と
私
も
微
笑
し
た
」と
か
、「
女
は
無
造
作
に
そ
う
呟
き
」と
か
、「
と

私
は
言
い
」
と
か
、「
と
私
は
訊
い
た
」
と
か
、「
そ
し
て
反
対
に
私
に
尋
ね
た
」
と
か
い
っ
た
よ
う
に
、
導
入
動
詞
は
あ
る
も
の
の
、
会
話
は
す

べ
て
カ
ッ
コ
な
し
で
地
の
文
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。し
か
も
、「
こ
の
前
の
小
父
さ
ん
の
話
、あ
の
お
友
達
と
い
う
の
は
小
父
さ
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
」

と
い
う
問
い
の
あ
と
、
二
人
の
交
し
た
言
葉
は
、
導
入
動
詞
な
し
に
、
そ
の
ま
ま
地
の
文
に
入
れ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ッ
コ
の
な
い
会
話
文

は
、ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。こ
の
点
に
か
ん
し
て
、福
永
は
「
文
学
と
遊
び
と
」
と
題
し
た
、清
水
徹
と
の
対
談
の
な
か
で
、

『
忘
却
の
河
』
で
「
会
話
に
カ
ギ
を
使
わ
な
」
か
っ
た
こ
と
に
言
い
及
び
、「
小
説
の
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
客
観
的
で
な
く
て
主
観
の
中
に

皆
入
り
込
む
よ
う
な
風
に
し
」
た
か
っ
た
と
打
ち
明
け
て
い
る）

45
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。つ
ま
り
地
の
文
に
お
け
る
会
話
は
、
作
中
人
物
、
こ
こ
で
は＜

私＞

の
「
主
観
」、

も
し
く
は
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ッ
コ
を
付
し
て
示
さ
れ
る
会
話
が
、
動
か
し
が
た
い
事
実
に
属
す
る
も
の
と
し
て

客
観
化
さ
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
カ
ッ
コ
を
付
け
な
い
会
話
は
、＜
私＞
の
主
観
な
い
し
意
識
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
っ
て
い
る
の
で
、
外
在
化
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
内
在
化
さ
れ
た
言
葉
に
な
る
。
カ
ッ
コ
の
な
い
会
話
も
ま
た
、
作
品
世
界
の
内
面
化
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
は
、
贅
言
を

要
し
な
い
。

　

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
と
福
永
武
彦
の
文
体
上
の
技
法
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
節
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
二
人
は
ど
ち
ら
も
内
的
レ
ア
リ

ス
ム
の
作
家
で
あ
る
が
、
グ
リ
ー
ン
は
作
中
人
物
の
意
識
＝
内
面
を
顕
在
化
さ
せ
る
た
め
に
、
自
由
間
接
文
体
、
会
話
文
を
駆
使
す
る
。
物
語
の



二
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時
制
は
基
本
的
に
単
純
過
去
で
あ
り
、
文
体
上
の
技
法
と
い
う
面
で
は
、
グ
リ
ー
ン
の
作
品
は
伝
統
的
な
小
説
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
に

た
い
し
て
、
福
永
は
現
在
形
を
多
用
し
、
自
由
間
接
話
法
に
近
い
文
体
も
使
う
も
の
の
、
内
的
独
白
を
好
ん
で
用
い
る
。さ
ら
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
、

三
人
称
の
代
名
詞
に
よ
る
語
り
、
長
い
文
体
、
句
読
点
の
な
い
文
章
、
文
の
途
中
で
の
改
行
、
カ
ッ
コ
の
な
い
会
話
、
と
い
っ
た
技
法
を
採
用
し

て
い
る
。こ
れ
ら
の
技
法
は
作
品
世
界
の
内
面
化
に
参
与
し
て
お
り
、
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
法
的
な
追
求
の
一
環
と
し
て
あ
る
。
技
法
面
で
は
、

福
永
の
作
品
は
斬
新
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
。な
る
ほ
ど
、こ
う
し
た
技
法
は
福
永
独
自
の
も
の
で
は
な
い
。
内
的
独
白
と
句
読
点
の
な
い
文
章
は
、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
が
開
拓
し
た
技
法
で
あ
る
。
長
い
文
体
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
も
の
で
も
あ
る
。
三
人
称
代
名
詞
に
よ
る
語
り
は
、
ボ
ー

ヴ
ォ
ワ
ー
ル
の
『
他
人
の
血
』（
一
九
四
五
）
に
も
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
作
品
で
は
、
内
的
独
白
の
な
か
に
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
記
述
が
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
小
説
で
目
に
す
る
、
こ
の
よ
う
な
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
記
述
が
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
文
の
途
中
で
の
改
行
と

カ
ッ
コ
の
な
い
会
話
と
は
、
福
永
が
考
案
し
た
技
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
他
の
技
法
は
西
欧
の
文
学
か
ら
摂
取
し
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
福
永
の
文
学
の
新
し
さ
に
抵
触
し
な
い
。
福
永
は
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
た
西
洋
の
文
学
に
依
拠
し
つ
つ
、

絶
え
ず
斬
新
な
技
法
を
探
求
し
た
作
家
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
が
技
法
面
で
伝
統
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
福
永
は
前
衛
的
で
あ
る
と
論
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
（
３
）
視
点
の
拡
散

　

今
度
は
、
両
者
の
作
品
の
な
か
の
視
点
の
拡
散
と
い
う
点
に
論
及
し
た
い
。
そ
の
前
に
、
小
説
の
語
り
の
視
点
、
つ
ま
り
語
り
手
と
作
中
人
物

と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
ら
の
伝
統
的
な
小
説
で
は
、
語
り
手
は
全
知
遍
在
の
神
の
立
場
に
あ
り
、
作
中
人
物
の
知
ら

な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
語
り
手
が
作
中
人
物
を
離
れ
て
、
い
わ
ば
俯
瞰
的
に
人
物
の
心
理
を
描
写
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ

る
。
こ
の
と
き
、
語
り
の
視
点
は
、
作
中
人
物
の
外
側
に
あ
り
、
神
の
視
点
で
あ
る
。
ト
ド
ロ
フ
の
有
名
な
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
《
背
後
か

ら
の
》
視
点）

46
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で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
世
紀
に
入
る
と
、
三
人
称
小
説
で
も
、
語
り
手
は
、
作
中
人
物
の
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
考
え
た
り
、



三
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感
じ
た
り
し
た
こ
と
だ
け
を
伝
え
る
と
い
う
傾
向
を
強
め
る
。
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
語
り
手
は
作
中
人
物
の
知
ら
な
い
こ
と
を
教
示
し
な
い
の

で
あ
る
。
語
り
手
は
作
中
人
物
と
イ
コ
ー
ル
の
関
係
に
あ
り
、
人
物
の
視
点
、
ト
ド
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、
《
と
も
に
あ
る
》
視
点）

47
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か
ら
物
語
る
。
こ

の
こ
と
に
か
ん
し
て
、
サ
ル
ト
ル
が
一
九
三
九
年
に
発
表
し
た
、「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
氏
と
自
由
」
の
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
サ
ル

ト
ル
は
こ
の
論
考
で
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
が
『
夜
の
終
わ
り
』（
一
九
三
五
）
の
な
か
で
、
作
中
人
物
と
一
体
化
し
、
人
物
の
「
共
犯
者
」
と
な
っ

て
物
語
を
作
り
な
が
ら
も
、
同
時
に
、
人
物
の
外
側
か
ら
神
の
立
場
に
立
っ
て
人
物
を
説
明
し
て
い
る
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
作
中
人
物
の
「
目

撃
者
」と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
非
難
す
る
。「
小
説
家
は
人
物
の
目
撃
者
か
共
犯
者
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
こ
と
は
で
き
る
が
、同
時
に
両
者
に
は
け
っ

し
て
な
り
え
な
い）

48
（

」
と
彼
は
言
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
サ
ル
ト
ル
は
、
作
中
人
物
の
自
由
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
が
「
作
中
人

物
に
た
い
し
て
神
の
観
点
に
立）

49
（

」
っ
て
い
る
こ
と
に
有
罪
を
宣
告
す
る
。
サ
ル
ト
ル
の
論
文
は
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
の
小
説
技
法
を
攻
撃
し
た
も
の

で
あ
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
小
説
の
書
き
方
に
も
批
判
の
目
を
向
け
た
、
画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
流
れ
を
決
定
的
に
方
向

づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。　

　

さ
て
、グ
リ
ー
ン
の
小
説
に
お
け
る
語
り
の
視
点
は
ど
う
か
。
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
刊
行
の
最
初
の
長
篇
、『
モ
ン
＝
シ
ネ
ー
ル
』
以
来
、

彼
の
作
品
で
は
、
語
り
手
は
神
の
地
位
を
放
棄
し
て
、
作
中
人
物
と
同
一
化
し
、
人
物
の
見
、
聞
き
、
考
え
、
感
じ
る
こ
と
の
み
を
も
っ
ぱ
ら
報

告
す
る
と
い
う
姿
勢
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
語
り
は
作
中
人
物
の
視
点
、
《
と
も
に
あ
る
》
視
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。こ
の
点
に
お
い
て
、

グ
リ
ー
ン
は
、
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
と
同
様
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
小
説
家
に
分
類
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
よ
り
も
現
代
的
で
あ
る
。
二
十
世
紀
後
半

に
な
っ
て
本
格
的
な
執
筆
活
動
を
開
始
し
た
福
永
も
ま
た
、
伝
統
的
な
語
り
の
方
法
を
越
え
て
い
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
グ
リ
ー
ン
と
同
じ

く
、
福
永
に
お
い
て
も
、
物
語
は
神
の
視
点
（
《
背
後
か
ら
の
》
視
点
）
で
は
な
く
、
作
中
人
物
の
視
点
（
《
と
も
に
あ
る
》
視
点
）
か
ら
語
ら

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
論
を
進
め
よ
う
。
グ
リ
ー
ン
の
小
説
は
作
中
人
物
の
扱
い
方
と
い
う
点
で
、
二
つ
の
型
に
大
別
で
き
る
。
一

つ
は
、
一
人
な
い
し
二
人
の
中
心
人
物
に
収
斂
す
る
か
た
ち
で
物
語
が
展
開
す
る
、＜
求
心
的＞

な
小
説
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
語
り
の
視
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点
が
幾
人
も
の
周
辺
的
人
物
た
ち
に
移
行
し
て
い
く＜

遠
心
的＞

な
作
品
で
あ
る
。
前
者
の
系
列
に
は
、『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』『
モ
イ

ラ
』『
人
み
な
夜
に
あ
っ
て
』（
一
九
六
〇
）『
他
者
』
に
代
表
さ
れ
る
、グ
リ
ー
ン
の
大
半
の
小
説
が
入
れ
ら
れ
、『
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
』（
一
九
二
九
）

と
『
悪
人
』（
一
九
五
五
、
完
全
版
一
九
七
三
）
と
い
っ
た
、
ご
く
限
ら
れ
た
作
品
の
み
が
後
者
に
属
す
る
。

　

＜

遠
心
的＞
な
小
説
か
ら
説
明
し
よ
う
。『
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
』
は
中
年
の
男
ゲ
レ
を
主
人
公
と
し
、
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
と
い
う
若
い
娘
に
た
い
す

る
情
熱
を
描
出
し
て
い
る
。
だ
が
語
り
の
視
点
は
ゲ
レ
に
集
中
し
な
い
。
ゲ
レ
か
ら
愛
さ
れ
る
ア
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
ほ
か
に
、
ゲ
レ
が
息
子
の
家
庭

教
師
を
し
て
い
る
グ
ロ
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
夫
人
、
飽
く
こ
と
の
な
い
好
奇
心
を
も
つ
、
食
堂
の
お
か
み
の
ロ
ン
ド
夫
人
と
い
っ
た
副
人
物
の
視
点
か
ら

も
、
物
語
は
形
成
さ
れ
て
い
る
。『
悪
人
』
は
エ
ド
ウ
ィ
ー
ジ
ュ
と
ジ
ャ
ン
を
中
心
人
物
と
す
る
。け
れ
ど
も
裁
縫
女
の
フ
ェ
リ
シ
ー
、
ユ
ル
リ
ッ

ク
、
ポ
ー
ク
夫
人
な
ど
と
い
っ
た
周
辺
的
人
物
た
ち
も
、
固
有
の
物
語
を
繰
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
。『
レ
ヴ
ィ
ア
タ
ン
』
と
『
悪
人
』
と
で
は
、
様
々

な
人
物
の
物
語
が
示
さ
れ
る
の
で
、
語
り
の
視
点
は
い
わ
ば
拡
散
し
て
い
る
。

　

グ
リ
ー
ン
の＜

求
心
的＞

な
小
説
は
ど
う
か
。『
他
者
』
は
実
質
的
に
は
一
人
称
小
説
で
あ
る
た
め
、
物
語
の
視
点
は
、
語
り
手
と
な
る
ロ
ジ
ェ

と
カ
ー
リ
ン
の
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
。
し
か
し
三
人
称
小
説
で
は
、
筋
は
主
人
公
の
生
の
変
遷
に
収
斂
す
る
も
の
の
、
副
次
的
人
物
の
視
点
も
導

入
さ
れ
て
い
る
。『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
の
不
可
能
な
愛
を
軸
に
、
物
語
は
進
行
す
る
。と
は
い
え
、

習
慣
に
固
執
す
る
父
親
の
ム
ジ
ュ
ラ
氏
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と
の
不
安
が
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。『
モ
イ
ラ
』
は
、
肉
体
と
魂
、

欲
望
と
信
仰
と
の
葛
藤
に
懊
悩
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
生
、
ジ
ョ
ゼ
フ
の
内
的
な
ド
ラ
マ
を
描
く
。
け
れ
ど
も
こ
の
作
品
は
、
プ
レ
ロ
ー
、

サ
イ
モ
ン
、
モ
イ
ラ
の
「
秘
め
ら
れ
た
物
語
」（histoire secrèt

）
50
（e
）
を
隠
し
持
つ
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
人
の
周
辺
的
人
物
た
ち
の
、
中
心
人
物

ジ
ョ
ゼ
フ
に
た
い
す
る
不
可
能
な
愛
の
物
語
を
は
ら
ん
で
い
る
。『
人
み
な
夜
に
あ
っ
て
』
に
し
て
も
、愛
と
宗
教
と
の
相
剋
に
苦
し
む
カ
ト
リ
ッ

ク
の
若
者
、
ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
の
視
点
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
主
人
公
と
愛
し
合
う
人
妻
フ
ィ
ー
ビ
ー
、
主
人
公
に
叶
わ
ぬ
思
い
を
寄
せ
る
、

従
兄
ア
ン
ガ
ス
お
よ
び
男
娼
と
お
ぼ
し
い
マ
ッ
ク
ス
の
立
場
か
ら
も
、
物
語
は
紡
が
れ
る
。
さ
ら
に
、
作
品
の
冒
頭
部
分
（
第
一
部
）
で
は
、
臨

終
の
床
に
あ
る
ホ
レ
ス
叔
父
を
と
お
し
て
、
死
の
恐
怖
が
表
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、＜
求
心
的＞

な
小
説
に
お
い
て
も
、
物
語
は
主
人
公
を
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中
心
に
進
展
す
る
と
し
て
も
、
副
人
物
の
視
点
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
副
人
物
の
物
語
も
ま
た
提
示
さ
れ
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
は
『
レ

ヴ
ィ
ア
タ
ン
』
を
評
し
て
、「
私
は
作
中
人
物
の
す
べ
て

0

0

0

で
あ
る）

51
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」（
強
調
は
グ
リ
ー
ン
）
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
彼
の
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
作
品
に
あ
て
は
ま
る
。
結
局
、
視
点
の
拡
散
が
グ
リ
ー
ン
の
小
説
を
特
徴
づ
け
る
。

　

福
永
武
彦
の
小
説
に
つ
い
て
も
、同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
福
永
の
場
合
、＜

遠
心
的＞

な
型
の
作
品
は
比
較
的
多
い
。『
風
土
』『
忘
却
の
河
』、『
夜

の
三
部
作
』の
第
三
部「
夜
の
時
間
」、そ
れ
に
未
完
の
長
篇『
独
身
者
』『
夢
の
輪
』が
こ
の
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
る
。『
風
土
』は
画
家
の
桂
昌
三
と
、

彼
の
亡
き
友
人
の
妻
、三
枝
良
枝
と
の
愛
を
描
き
、こ
の
二
人
の
内
面
を
剔
出
す
る
。だ
が
同
時
に
、桂
昌
三
に
ほ
の
か
に
あ
こ
が
れ
る
、良
枝
の
娘
、

三
枝
道
子
や
、
こ
の
道
子
に
恋
愛
感
情
を
い
だ
く
少
年
、
早
川
久
邇
の
心
理
を
も
活
写
す
る
。『
風
土
』
で
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
四
人
の
人
物

の
意
識
の
流
れ
が
追
跡
さ
れ
る
。『
夜
の
三
部
作
』
の
「
夜
の
時
間
」
も
、
四
人
の
人
物
の
物
語
を
開
示
す
る
。
病
い
の
床
に
臥
せ
る
井
口
冴
子
、

冴
子
の
婚
約
者
で
あ
り
な
が
ら
も
、
別
の
女
性
を
愛
す
る
医
師
の
不
破
雅
之
、
そ
の
不
破
と
相
思
相
愛
の
仲
で
あ
る
及
川
文
枝
、
な
ら
び
に
文
枝

を
過
去
に
お
い
て
む
な
し
く
愛
し
、自
殺
し
た
奥
村
次
郎
で
あ
る
。「
夜
の
時
間
」
は
こ
の
四
人
の
人
物
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
。『
忘
却
の
河
』

は
五
名
も
の
人
物
の
視
点
を
内
包
し
て
い
る
。
一
章
の
「
忘
却
の
河
」
と
七
章
の
「
賽
の
河
原
」
が
藤
代
と
い
う
人
物
を
、
四
章
の
「
夢
の
通
い

路
」
が
そ
の
妻
ゆ
き
を
語
り
手
と
す
る
、
一
人
称
の
物
語
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
二
章
の
「
煙
塵
」
は
藤
代
の
長
女
美
佐
子
の
章
で

あ
る
し
、
三
章
の
「
舞
台
」
と
六
章
の
「
喪
中
の
人
」
は
次
女
香
代
子
の
章
で
あ
る
。
五
章
の
「
硝
子
の
城
」
は
、
美
佐
子
と
親
し
い
美
術
評
論

家
の
三
木
を
指
し
示
す＜

彼＞

の
行
動
を
追
う
か
た
ち
で
、
筋
が
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
五
人
の
人
物
の
各
々
に
独
立
し
た
章
が
与
え
ら
れ

る
の
で
、『
忘
却
の
河
』
は
福
永
の
完
成
さ
れ
た
長
篇
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も＜

遠
心
的＞

な
小
説
で
あ
る
。

　

未
完
の
長
篇
『
独
身
者
』『
夢
の
輪
』
に
も
目
を
向
け
て
お
き
た
い
。『
独
身
者
』
は
、
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
『
チ
ボ
ー
家
の
人
び
と
』

（
一
九
二
二

－
一
九
四
〇
）
に
範
を
仰
い
だ
「
一
種
の
大
河
小
説
」
で
あ
る）

52
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。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
語
り
の
視
点
は
拡
大
す
る
。

こ
の
作
品
は
ま
ず
木
暮
三
兄
弟
、
長
男
で
画
家
の
良
一
、
次
男
で
私
立
中
学
の
教
師
で
あ
る
英
二
、三
男
で
旧
制
高
等
学
校
の
学
生
で
あ
る
修
三

を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
か
ら
良
一
の
友
人
で
あ
る
医
者
の
秋
山
猛
、
そ
の
弟
で
帝
大
の
学
生
、
秋
山
清
、
清
が
か
か
わ
り
を
も
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つ
陣
代
暁
子
、暁
子
の
祖
父
で
、正
真
正
銘
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
有
す
る
陣
代
直
吉
、等
々
と
い
っ
た
よ
う
に
、語
り
の
視
点
は
移
動
し
、広
が
っ

て
い
く
。『
夢
の
輪
』
は
ど
う
か
。こ
の
小
説
の
序
章
で
は
、
志
波
英
太
郎
に
思
慕
の
念
を
い
だ
く
沢
村
梢
の
立
場
か
ら
、
物
語
は
形
づ
く
ら
れ
る
。

一
章
に
入
る
と
、語
り
の
視
点
は
志
波
英
太
郎
に
移
行
す
る
。
二
章
以
後
は
作
中
人
物
の
名
前
が
章
の
表
題
と
な
り
、そ
の
人
物
の
行
動
を
た
ど
る
。

二
章
は「
梶
田
信
治
」（
教
師
時
代
の
志
波
の
同
僚
）、三
章
は「
梶
田
梢
」（
独
身
時
代
は
沢
村
で
あ
っ
た
が
、梶
田
信
治
と
結
婚
し
て
姓
が
変
わ
っ
た
）、

四
章
と
八
章
は
「
鳥
海
太
郎
」（
志
波
の
教
え
子
）、五
章
は
「
門
間
良
作
」（
牧
師
で
、戦
前
に
は
志
波
が
梶
田
信
治
を
連
れ
て
彼
を
訪
れ
て
い
た
）、

六
章
は
「
門
間
順
子
」（
良
作
の
妻
で
あ
り
、
梢
の
姉
で
も
あ
る
）、
七
章
は
「
梶
田
鶴
子
」（
信
治
の
姉
）、
九
章
は
「
沢
村
含
」（
梢
の
妹
）、
と

い
っ
た
具
合
で
あ
る
。『
夢
の
輪
』
は
八
名
の
人
物
の
物
語
を
包
含
し
て
い
て
、『
独
身
者
』
と
同
様
、
物
語
の
視
点
が
拡
散
し
て
い
る
こ
と
は
、

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

　

福
永
の＜

求
心
的＞

な
小
説
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、『
草
の
花
』『
海
市
』『
死
の
島
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
草
の

花
』
は
一
人
称
小
説
で
あ
り
、＜

僕＞

（
汐
見
茂
思
）
の
手
記
が
中
心
を
な
す
。そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
作
品
は＜

僕＞

の
物
語
で
あ
る
。と
は
い
え
、

＜

僕＞

は
自
分
の
愛
し
た
藤
木
忍
や
妹
千
枝
子
の
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
「
春
」
で
は
、
結
婚
し
た

千
枝
子
の＜

私＞

宛
て
の
手
紙
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
語
り
の
視
点
は
必
ず
し
も
一
人
の
人
物
に
集
中
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。『
海
市
』

に
つ
い
て
は
、
物
語
は
、
愛
し
合
う
澁
太
吉
と
安
見
子
と
の
視
点
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
澁
太
吉
の
妻
弓
子
、
安
見
子
の
夫
で
、
澁
太

吉
の
旧
友
で
あ
る
古
賀
信
介
、
あ
る
い
は
ま
た
澁
太
吉
の
か
つ
て
の
恋
人
、
ふ
さ
ち
ゃ
ん
の
内
な
る
ド
ラ
マ
も
示
さ
れ
る
。『
死
の
島
』
は
主
人

公
相
馬
鼎
の
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
二
十
三
日
朝
か
ら
二
十
四
日
朝
ま
で
の
意
識
の
流
れ
を
追
う
。
だ
が
同
時
に
、
主
人
公
が
心
を
惹
か
れ
る
萌

木
素
子
と
相
見
綾
子
の
心
理
を
も
写
し
出
す
。
さ
ら
に
こ
の
作
品
に
は
、
萌
木
素
子
と
、
綾
子
と
同
棲
し
た
こ
と
の
あ
る＜

或
る
男＞

の
内
的
独

白
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、『
死
の
島
』
で
は
、
相
馬
鼎
の
内
面
に
収
斂
す
る
か
た
ち
で
物
語
は
進
行
し
な
が
ら
も
、
三
人
の
副
人

物
た
ち）

53
（

の
視
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
福
永
も
ま
た
、＜

遠
心
的＞

な
小
説
で
で
あ
れ
、＜

求
心
的＞

な
小
説
で
で
あ
れ
、
副
次
的
人
物
た
ち
の
視
点
を
取
り
入
れ
、
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彼
ら
の
内
心
の
ド
ラ
マ
を
開
示
し
て
い
る
。
先
に
引
き
合
い
に
出
し
た
、「
私
は
作
中
人
物
の
す
べ
て

0

0

0

で
あ
る
」
と
い
う
グ
リ
ー
ン
の
考
え
は
、

福
永
も
共
有
し
う
る
。
グ
リ
ー
ン
と
同
じ
く
、
福
永
も
ま
た
、
主
人
公
に
自
己
を
託
す
だ
け
で
な
く
、
幾
人
も
の
副
人
物
た
ち
に
自
分
の
血
と
肉

と
魂
と
を
与
え
た
。
グ
リ
ー
ン
と
く
ら
べ
る
と
き
、
福
永
の
ほ
う
が
、＜

遠
心
的＞

な
型
の
小
説
が
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
視
点
の
拡
散
は
福
永
の

作
品
に
お
け
る
ほ
う
が
い
っ
そ
う
鮮
明
で
あ
る
。

　

で
き
る
だ
け
数
多
く
の
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
物
語
を
織
り
な
す
こ
と
─
─

福
永
は
こ
の
技
法
を
、
グ
リ
ー
ン
に
啓
発
さ
れ
て
自
分
の
も
の
に

し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
視
点
の
拡
散
は
、
グ
リ
ー
ン
の
独
創
で
は
な
い
。
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
『
チ
ボ
ー
家
の
人
び
と
』、

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』（
一
九
二
二
）、
あ
る
い
は
ま
た
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
ー
の
『
人
間
の
条
件
』（
一
九
三
三
）『
希

望
』（
一
九
三
七
）
と
い
っ
た
小
説
を
想
起
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
、
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
西
欧
の
文
学
の
際
立
っ
た
特

徴
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
全
体
に
通
底
す
る
特
質
で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』（
一
九
一
三

－

一
九
二
七
）、
モ
ー
リ

ア
ッ
ク
の
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ー
』（
一
九
二
七
）
で
は
、
物
語
は
も
っ
ぱ
ら
一
人
の
人
間
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
福
永
が
グ
リ
ー
ン
の

愛
読
者
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、「
私
は
作
中
人
物
の
す
べ
て

0

0

0

で
あ
る
」と
い
う
言
い
方
に
集
約
さ
れ
る
小
説
作
法
を
、彼
は
グ
リ
ー

ン
か
ら
学
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
視
点
の
拡
散
は
、
二
十
世
紀
の
有
力
な
小
説
技
法
で
あ
る
と
は
い
え
、
福
永
に
お
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
の
読
書

が
大
い
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
　
　
　

四　

お
わ
り
に

　

小
説
作
法
・
小
説
技
法
と
い
う
角
度
か
ら
、
福
永
武
彦
と
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
と
を
比
較
し
て
き
た
。
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
要

約
し
て
お
き
た
い
。
は
じ
め
に
、
二
人
が
ど
ち
ら
も
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
違

い
も
認
知
さ
れ
た
。
グ
リ
ー
ン
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
系
譜
に
つ
ら
な
り
、「
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
の
現
実
」
を
重
視
す
る
「
視
覚
型
」
の
作
家
で
あ
る
の
に
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た
い
し
て
、
福
永
の
ほ
う
は
、「
無
意
識
」
の
声
に
耳
を
傾
け
る
「
聴
覚
型
」
の
作
家
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
グ
リ
ー
ン
も
ま
た
、
人
間
の
意
識

の
深
層
を
探
索
す
る
。だ
が
そ
れ
は
、「
見
る
」
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
彼
は
あ
く
ま
で
「
見
る
型
」
の
小
説
家
で
あ
る
。
一
方
、

福
永
は
、
記
憶
に
喚
起
さ
れ
た
こ
と
、「
見
た
」
も
の
を
忘
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
の
領
域
に
没
入
し
て
い
く
、「
見
な
い
型
」
の
作
家
で

あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
両
者
は
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
の
作
家
と
い
う
点
で
一
致
す
る
。
福
永
は
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
手
法
を
、
グ
リ
ー
ン
か
ら
学
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
二
十
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
な
い
し
西
欧
の
小
説
は
、
人
間
の
内
面
＝
意
識
を
表

現
す
る
こ
と
を
主
流
と
し
て
お
り
、
グ
リ
ー
ン
の
文
学
は
そ
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
福
永
は
西
洋
の
現
代
文
学
に
親
炙
す
る
な
か
で
、
自

ら
の
創
作
態
度
を
身
に
つ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
永
の
偏
愛
す
る
グ
リ
ー
ン
が
、
現
代
作
家
の
ひ
と
り
と
し
て
、
内
的
レ
ア
リ

ス
ム
と
い
う
表
現
形
式
に
彼
を
い
ざ
な
っ
た
と
い
う
見
方
を
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

次
に
、
二
人
の
小
説
技
法
を
具
体
的
に
し
ら
べ
た
。
ま
ず
小
説
の
人
称
と
時
間
の
問
題
を
扱
っ
た
。
グ
リ
ー
ン
の
ほ
う
が
、
三
人
称
小
説
が
多

い
こ
と
、
福
永
の
場
合
は
、
一
人
称
が
多
用
さ
れ
、
往
々
に
し
て
三
人
称
の
語
り
の
な
か
に
混
入
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
グ
リ
ー
ン
の
作
品

が
時
間
的
な
順
序
に
従
っ
て
展
開
す
る
の
に
た
い
し
、
福
永
に
お
い
て
は
、＜

現
在＞

と＜

過
去＞

と
の
交
錯
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
こ
れ
ら
の

事
実
は
、
福
永
の
ほ
う
が
よ
り
自
覚
的
に
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
を
追
求
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
二
人
の
作
家
の
文
体
上
の
技
法
を
検
討
し
た
。
グ
リ
ー
ン
は
人
間
の
内
面
を
描
く
た
め
に
、
自
由
間
接
文
体
と
会
話
文
を
使
っ
て
い

る
こ
と
を
見
た
。
語
り
の
時
制
は
単
純
過
去
を
基
調
と
し
て
い
る
。こ
れ
に
た
い
し
て
、
福
永
の
ほ
う
は
、
現
在
形
の
使
用
が
比
較
的
多
い
こ
と
、

人
間
の
意
識
の
流
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
に
、
自
由
間
接
話
法
に
近
い
文
体
だ
け
で
な
く
、
内
的
独
白
を
好
ん
で
活
用
し
て
い
る
こ
と
を

一
瞥
し
た
。
さ
ら
に
カ
タ
カ
ナ
表
記
、
固
有
名
詞
を
避
け
て
三
人
称
の
代
名
詞
を
用
い
た
語
り
、
長
い
文
体
、
句
読
点
の
な
い
文
章
、
文
の
途
中

で
の
改
行
、
カ
ッ
コ
の
な
い
会
話
、
と
い
っ
た
種
々
の
技
法
を
概
観
し
た
。
こ
れ
ら
の
技
法
が
作
品
世
界
の
内
面
化
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
繰

り
返
す
ま
で
も
な
い
。
技
法
面
で
は
、
グ
リ
ー
ン
は
伝
統
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
福
永
の
ほ
う
は
、
斬
新
な
技
法
を
探
求
す
る
が
ゆ
え
に
、
前
衛
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的
と
形
容
し
う
る
。

　

こ
う
し
た
小
説
技
法
の
差
異
は
、プ
ラ
ン
を
め
ぐ
っ
て
の
二
人
の
制
作
態
度
の
違
い
と
相
即
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
前
も
っ

て
緻
密
な
プ
ラ
ン
を
立
て
た
う
え
で
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
』
を
作
成
中
、
彼
は
『
日
記
』
に
、「
私
は
こ
れ
ま

で
一
度
も
プ
ラ
ン
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
私
に
あ
っ
て
は
、
プ
ラ
ン
は
想
像
力
を
殺
す
の
だ）

54
（

」
と
し
た
た
め
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
は
プ

ラ
ン
よ
り
も
想
像
力
を
尊
重
し
、想
像
力
の
奔
放
さ
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
制
作
す
る
。『
幻
を
追
う
人
』を
執
筆
し
て
い
る
頃
、グ
リ
ー

ン
は
、「
私
は
プ
ラ
ン
を
立
て
な
い
だ
ろ
う
。
プ
ラ
ン
は
本
を
殺
す）

55
（

」
と
『
日
記
』
に
綴
っ
て
い
る
。
生
き
た
作
品
を
書
く
た
め
に
は
、
プ
ラ
ン

は
立
て
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
彼
は
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
グ
リ
ー
ン
は
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
の
『
日
記
』
の
な
か
で
、「
私
は
人
物
た

ち
を
創
り
出
す
。
そ
し
て
小
説
を
作
る
の
は
彼
ら
で
あ
る
。（
…
）
た
し
か
に
私
が
プ
ラ
ン
を
立
て
る
と
必
ず
、
人
物
た
ち
が
そ
の
プ
ラ
ン
を
ず

た
ず
た
に
し
、
踏
み
に
じ
る）

56
（

」
と
打
ち
明
け
て
い
る
。
グ
リ
ー
ン
に
お
け
る
創
作
の
営
み
と
は
、
プ
ラ
ン
を
立
て
、
遵
守
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

人
物
た
ち
を
創
造
し
、
生
か
し
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
グ
リ
ー
ン
は
伝
統
的
な
小
説
技
法
に
追
随
す
る
か
わ
り
に
、
想
像
力
の
な
か
で
、

人
物
た
ち
を
自
由
に
活
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
を
紡
ぎ
出
す
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
福
永
に
あ
っ
て
は
、
プ
ラ
ン
は
重
視
さ
れ
る
。
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
の
菅
野
昭
正
と
の
対
談
の
な
か
で
、
福
永
は
、「
昔
か
ら
、

ず
う
っ
と
綿
密
な
ノ
ー
ト
を
と
る）

57
（

」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
も
、「
ロ
ジ
ェ
・
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
的
な
ノ
ー
ト
」
で
は
な
く
、「
ジ
ッ

ド
的
な
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
と
い
う）

58
（

。
こ
の
二
つ
の
ノ
ー
ト
が
具
体
的
に
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
福
永
は
明
確
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
マ

ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
は
『
チ
ボ
ー
家
の
人
び
と
』
と
い
う
大
河
小
説
に
お
い
て
、
歴
史
に
身
を
置
く
人
間
の
生
き
方
を
問
う
た
の
で
あ
る
か

ら
、
前
者
は
、
歴
史
、
人
間
の
外
的
現
実
に
か
か
わ
る
ノ
ー
ト
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ー
ド
の
ほ
う
は
、『
狭
き
門
』『
背
徳
者
』『
田

園
交
響
楽
』
と
い
っ
た
一
連
の
作
品
を
想
起
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
時
代
と
か
場
所
を
越
え
た
、
普
遍
的
な
人
間
の
在
り
方
を
探
求
し
た
の

だ
か
ら
、
後
者
は
、
人
間
の
内
的
な
現
実
に
関
連
す
る
ノ
ー
ト
の
こ
と
だ
と
推
察
さ
れ
る
。
福
永
は
歴
史
で
は
な
く
、
人
間
の
内
面
＝
意
識
を
表

現
す
る
た
め
に
、「
綿
密
な
ノ
ー
ト
」
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
対
談
で
彼
は
、「
主
題
と
か
人
物
と
か
、
も
ち
ろ
ん
筋
に
関



三
七

し
て
も
、
終
わ
り
ま
で
方
向
を
決
め
て
、
極
端
な
こ
と
を
い
う
と
、
最
後
の
一
行
を
先
に
決
定
し
て
書
く）

59
（

」
と
告
白
し
て
い
る
。
つ
ま
り
精
密
な

プ
ラ
ン
を
立
て
、
細
部
を
計
算
し
た
う
え
で
作
品
を
執
筆
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
福
永
は
前
衛
的
な
作
家
で
あ
る
。
新
し
い
技
法
を

開
発
す
る
た
め
に
は
、
綿
密
に
プ
ラ
ン
を
練
る
必
要
が
彼
に
は
あ
っ
た
。
と
い
う
か
、
周
到
な
プ
ラ
ン
が
斬
新
な
技
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
可
能

に
し
た
。
プ
ラ
ン
に
ま
つ
わ
る
制
作
方
法
の
違
い
が
、
二
人
の
小
説
技
法
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
と
判
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
い
ご
に
、
両
者
の
小
説
の
な
か
の
語
り
の
視
点
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
語
り
手
イ
コ
ー
ル
作
中
人
物
の
関
係
が
成
り
立
ち
、
語
り
が
人
物

の
視
点
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
グ
リ
ー
ン
に
お
い
て
、
そ
し
て
福
永
に
お
い
て
は
よ
り
い
っ
そ
う
、
視
点
が
拡
散

し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
結
局
、
福
永
は
グ
リ
ー
ン
の
文
学
に
接
す
る
こ
と
で
、
内
的
レ
ア
リ
ス
ム
を
追
求
す
る
こ
と
の
う
な
が
し
を
受
け
る

と
と
も
に
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
物
語
を
作
る
と
い
う
方
法
を
摂
取
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
、
福
永
に
た
い
す
る
グ
リ
ー
ン
か
ら
の
影
響
は
、
小
説
作
法
・
技
法
と
い
う
点
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
明

し
た
。
顕
著
な
影
響
関
係
は
、
内
容
・
主
題
面
で
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
福
永
も
グ
リ
ー
ン
も
、
愛
の
不
可
能
性
を
執
拗
に
問

う
こ
と
で
共
通
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
人
の
作
品
を
一
読
す
れ
ば
た
だ
ち
に
わ
か
る
。
不
可
能
な
愛
と
い
う
観
点
か
ら
両
者
を
比
較
す
る
こ
と

を
、
次
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　

註

（
１ 

）
福
永
は
一
九
六
三（
昭
和
三
十
八
）年
十
二
月
か
ら
六
四（
昭
和
三
十
九
）年
二
月
ま
で
、胃
潰
瘍
の
た
め
入
院
し
て
い
る
。こ
の
病
い
は
全
快
せ
ず
、彼
は
以
後
、

入
退
院
を
繰
り
返
し
、
つ
い
に
休
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
し
て
一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年
八
月
に
他
界
す
る
。
な
お
、
福
永
は
も
と
も
と
病
弱
で
、

学
習
院
大
学
に
就
職
す
る
ま
で
に
も
、
入
院
・
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
一
九
四
五
（
昭
和
二
十
）
年
二
月
か
ら
、
急
性
肋
膜
炎
で
二
ヵ
月
間
東
大
病
院
に

入
院
し
て
い
る
し
、
一
九
四
七
（
昭
和
二
十
二
）
年
十
月
か
ら
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
八
）
年
三
月
ま
で
、
肺
結
核
の
た
め
に
清
瀬
村
の
東
京
療
養
所
で
、
約
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五
年
半
、
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

（
２ 
）
人
文
書
院
版
「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
全
集
」
の
第
一
期
七
巻
は
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
十
四
）
年
六
月
か
ら
一
九
八
〇
（
昭
和
五
十
五
）
年
三
月
に
か

け
て
刊
行
さ
れ
た
。
福
永
は
一
九
七
九
年
八
月
に
永
眠
す
る
の
で
、
第
一
期
の
完
結
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
全
集
の
編
集
者
で
あ
り
、

そ
の
企
画
を
担
当
し
た
。

（
３ 

）
福
永
の
テ
ク
ス
ト
は
、
新
潮
社
版
「
福
永
武
彦
全
集
」
全
二
十
巻
（
一
九
八
六

－

一
九
八
八
）
を
使
用
し
、
引
用
文
の
出
典
は
本
文
で
示
す
。
頁
数
の
前
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
、
こ
の
全
集
の
巻
数
を
あ
ら
わ
す
。
な
お
、
こ
の
全
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
、
福
永
の
文
章
の
出
典
は
註
で
明
示
す
る
。

（
４ 

）
福
永
は
青
磁
社
の
た
め
に
、『
幻
を
追
う
人
』
の
翻
訳
を
始
め
、
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
五
月
に
そ
の
前
半
を
終
了
し
た
。
し
か
し
「
翻
訳
権
の
問

題
で
出
版
が
不
可
能
に
な
り
、
稿
を
中
止
」
す
る
。
創
元
社
か
ら
「
再
び
そ
の
話
が
あ
っ
た
」
と
き
、
福
永
は
「
病
床
に
あ
っ
た
た
め
」、
後
半
部
の
翻
訳
を

友
人
の
窪
田
啓
作
に
ゆ
だ
ね
た
の
で
あ
る
。「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
『
幻
を
追
う
人
』
訳
者
ノ
オ
ト
」
18
、
三
七
四
頁
を
参
照
。

（
５ 

）
学
習
院
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
同
窓
会
発
行
の
『
仏
文
の
三
十
年
』（
一
九
八
三
）
に
収
録
さ
れ
た
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
歩
み
」、一
三
八
頁
を
参
照
。な
お
、

こ
の
「
歩
み
」
に
は
、
昭
和
二
十
六
年
度
か
ら
昭
和
五
十
七
年
度
ま
で
の
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
講
義
題
目
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
６ 

）
右
に
記
し
た
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
歩
み
」
に
よ
れ
ば
、
福
永
は
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
）
年
と
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
）
年
度
に
、「
ジ
ュ
リ
ア
ン
・

グ
リ
ー
ン
演
習
」
と
い
う
授
業
を
開
講
し
て
い
る
。
ま
た
彼
は
「
現
代
小
説
演
習
」
と
い
う
授
業
を
し
ば
し
ば
担
当
し
、
こ
の
授
業
で
グ
リ
ー
ン
の
作
品
を
読

ん
で
い
た
。
学
習
院
大
学
で
の
教
え
子
、
豊
崎
光
一
は
「
福
永
武
彦
先
生
を
悼
む
」
と
題
し
た
文
章
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
：
「
学
習
院
で
過

ご
さ
れ
た
二
十
数
年
間
に
、
先
生
が
教
室
で
と
り
あ
げ
た
作
家
の
数
は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。
大
学
院
が
で
き
て
か
ら
は
、
ま
ず
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
つ
い

で
マ
ラ
ル
メ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
数
年
に
わ
た
る
連
続
講
義･

演
習
、
そ
し
て
学
部
で
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
、
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・

デ
ュ
ラ
ス
な
ど
、
い
ず
れ
も
先
生
が
長
年
に
わ
た
っ
て
愛
読
さ
れ
て
き
た
作
家
ば
か
り
で
あ
っ
た
」（
前
掲
書
『
仏
文
の
三
十
年
』、
六
六

－

六
七
頁
）。

（
７ 

）「
小
説
の
発
想
と
定
着

─
─

福
永
武
彦
氏
に
聞
く
」、『
國
文
學
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
學
燈
社
）、
一
九
七
二
年
十
一
月
号
、
特
集
「
福
永
武
彦

─
─

現

代
小
説
の
意
識
と
方
法
」、
二
五
頁
。
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（
８ 
）
豊
崎
光
一「
福
永
武
彦
と
フ
ラ
ン
ス
文
学

─
─

研
究
者
と
作
家
の
あ
い
だ

─
─

」、『
國
文
學
・
解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
學
燈
社
）、一
九
八
〇
年
七
月
号
、特
集「
福

永
武
彦
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
」、
六
五
頁
。

（
９ 

）
中
村
真
一
郎
「
福
永
武
彦
を
語
る
」、『
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
』（
至
文
堂
）、
一
九
七
七
年
七
月
号
、「
福
永
武
彦　

そ
の
主
題
と
変
奏
」、
一
四
頁
。

（
10 

）
福
永
は
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
）
年
三
月
、主
婦
の
友
社
の
「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
世
界
」
第
一
巻
に
収
録
す
る
か
た
ち
で
、自
分
の
翻
訳
し
た
『
モ
イ
ラ
』

を
刊
行
す
る
に
際
し
て
、
登
場
人
物
の
読
み
方
を
改
め
る
な
ど
、
若
干
修
正
を
ほ
ど
こ
す
と
と
も
に
、
月
報
の
た
め
に
、「「
モ
イ
ラ
」
の
改
訳
に
つ
い
て
」
と

い
う
題
の
文
章
を
書
き
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
：
「
彼
〔
グ
リ
ー
ン
〕
は
（
…
）、「
モ
イ
ラ
」
の
後
に
も
、「
罪つ

み

人び
と

」
を
完
成
し
、「
人
み
な
夜

に
あ
っ
て
」
を
書
き
、最
近
で
は
総
決
算
と
も
い
う
べ
き
大
作
「
他
者
」
を
発
表
し
て
、晩
年
に
な
る
ほ
ど
成
熟
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
」（
18
、三
七
六
頁
）。

福
永
は
『
他
者
』
を
、「
総
決
算
と
も
い
う
べ
き
大
作
」
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
作
品
に
目
を
通
し
た
者
に
し
か
な
し
え
な
い
評
価
で
あ
る
。

こ
の
一
文
か
ら
、
福
永
が
『
他
者
』
ま
で
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
察
知
で
き
る
。

（
11 

）P.-G
. C
astex et P. Surer: M

anuel des études littéraires françaises, X
IX
e siècle, H

achette, 1966, p.157.

（
12 

）Baudelaire: 

《Théophile G
autier [ I ]

》, Critique littéraire, Œ
uvres com

plètes, t.II, Bibliothèque de la Pléiade, G
allim

ard, 1976, 

p.120.

（
13 

）
高
山
鉄
男
「
社
会
の
綜
合
的
壁
画
と
し
て
の
小
説

─
─

バ
ル
ザ
ッ
ク
」、「
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
座
」
第
二
巻
『
小
説
Ⅱ
』、
大
修
館
、
一
九
七
八
、六
九
頁
。

（
14 

）Robert de Saint Jean: Julien G
reen par lui-m

êm
e, Seuil, 1967, p.77.

（
15 

）
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
、
こ
の
二
つ
の
存
在
を
区
別
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
真
夜
中
』（
一
九
三
六
）
を
取
り
上
げ
て
、
彼
は
、
日
常
的
現

実
を
描
い
た
第
一
部･

第
二
部
に
お
い
て
は
、「
現
実
の
画
家
」
と
し
て
の
グ
リ
ー
ン
の
筆
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
現
実
世
界
か
ら
の
脱
出
を
夢
見
る
エ
ド
ム
氏

が
登
場
す
る
第
三
部
は
、「
幻
想
の
探
求
者
」
と
し
て
の
グ
リ
ー
ン
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
理
解
の
仕
方
を
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
七
七
頁
）。

（
16 

）A
ntonio M

or: Julien G
reen, tém

oin de l'invisible, traduit de l'italien par H
élène Pasquier, Plon, 1973, p.181.

（
17 

）（
18
）『
容
易
な
歳
月
』、『
日
記
』
第
一
巻
、
一
九
三
二
年
四
月
十
八
日
、
Ⅳ
、
一
六
八
頁
。
グ
リ
ー
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、Julien G

reen: Œ
uvres 
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com
plètes, 8

 vols, Bibliothèque de la Pléiade, G
allim

ard, 1972-1998

を
用
い
る
。
頁
数
の
前
の
ロ
ー
マ
数
字
は
巻
数
を
示
す
。
な
お
、『
日
記
』

か
ら
の
引
用
文
の
み
、
出
典
を
註
で
示
し
、
そ
れ
以
外
は
本
文
で
明
ら
か
に
す
る
。

（
19 

）『
容
易
な
歳
月
』、『
日
記
』
第
一
巻
、
一
九
三
一
年
十
月
二
十
二
日
、
Ⅳ
、
一
三
〇
頁
。

（
20 

）『
亡
霊
』、『
日
記
』
第
五
巻
、
一
九
四
九
年
十
月
十
六
日
、
Ⅳ
、
一
一
〇
六
頁
。

（
21 

）Jean Sem
olué: Julien G

reen ou l'obsession du m
al, Editions du C

enturion, 1964, p.74.

（
22 

）（
23
）（
24
）
菅
野
昭
正
「
純
粋
と
豊
饒

─
─

福
永
武
彦
論

─
─

」、『
文
芸
』
一
九
七
二
年
十
月
号
、
二
三
〇
頁
。

（
25 

）（
26
）（
27
）（
28
）「
見
る
型
と
見
な
い
型
」、『
文
學
界
』
一
九
六
八
年
十
一
月
号
、
一
〇
頁
。

（
29 

）（
30
）（
31
）（
32
）（
33
）
同
右
、
一
一
頁
。

（
34 

）『
亡
霊
』、『
日
記
』
第
五
巻
、
一
九
四
九
年
十
月
十
六
日
、
Ⅳ
、
一
一
〇
五
頁
。

（
35 

）『
モ
ン
＝
シ
ネ
ー
ル
』
か
ら
『
他
者
』
に
至
る
ま
で
、
グ
リ
ー
ン
は
合
計
十
三
の
長
篇
小
説
を
書
い
て
い
る
。

（
36 

）
福
永
は
七
作
の
完
成
さ
れ
た
長
篇
小
説
を
刊
行
し
て
い
る
。
ほ
か
に
、
二
作
の
未
完
の
長
篇
が
あ
る
。

（
37 

）
朝
倉
季
雄
『
フ
ラ
ン
ス
文
法
事
典
』
白
水
社
、
一
九
六
八
、三
四
二
頁
。な
お
、
二
〇
〇
二
年
に
こ
の
名
著
は
木
下
光
一
の
校
閲
で
、
同
じ
白
水
社
か
ら
、『
新

フ
ラ
ン
ス
文
法
事
典
』
と
い
う
表
題
で
出
版
さ
れ
た
が
、そ
の
本
のdiscours indirect libre

（
一
七
六
頁
）
の
項
を
参
照
し
て
も
、説
明
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
い
な
い
。
字
句
が
ほ
ん
の
少
し
修
正
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

（
38 

）
こ
れ
は
非
常
に
大
ざ
っ
ぱ
な
議
論
で
あ
る
。
事
は
、
半
過
去
の
言
語
学
的
な
理
解
と
か
か
わ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
鈴
木
覚
「
フ
ラ
ン
ス
語
動

詞
時
制
体
系
再
考

─
─

言
語
過
程
説
の
立
場
か
ら

─
─

」（
愛
知
県
立
大
学
外
国
語
学
部
「
紀
要
」
言
語･

文
学
篇
、
第
十
一
号
、
一
九
七
八
）、
矢
野
正
俊

「＜

半
過
去＞

に
つ
い
て
の
メ
モ

─
─

表
現
論
構
築
の
一
環
と
し
て
」（
大
東
文
化
大 Escalier 
第
二
号
、一
九
八
〇
）、春
木
仁
孝「
時
制
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー

─
─

フ
ラ
ン
ス
語
半
過
去
の
場
合

─
─

」（
大
阪
大
学
「
言
語
文
化
研
究
」
第
十
八
号
、
一
九
九
二
）
等
の
論
考
を
参
照
。

（
39 

）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
篠
沢
秀
夫
『
篠
沢
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
義
Ⅰ
』（
大
修
館
、
一
九
七
九
）、
二
一
〇

－

二
一
一
頁
を
参
照
。



四
一

（
40 
）D

ictionnaire historique, thém
atique et technique des Littératures, Larousse, 1986

のm
onologue intérieur

の
項
目
を
参
照
（
一
〇
七
四

頁
に
引
用
）。

（
41 

）
清
水
徹
：
『
廃
市･

飛
ぶ
男
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
七
一
）
の
「
解
説
」、
三
二
九
頁
。

（
42 

）
同
右
、
三
三
〇
頁
。

（
43 

）（
44
）
岩
崎
力
「
小
説
形
式･

小
説
技
法
の
変
革

─
─

《
内
的
独
白
》
を
め
ぐ
っ
て
」、「
フ
ラ
ン
ス
文
学
講
座
」
第
二
巻
『
小
説
Ⅱ
』、
大
修
館
、

一
九
七
八
、二
九
三
頁
。

（
45 

）「
文
学
と
遊
び
と
」、『
国
文
学･
解
釈
と
鑑
賞
』（
至
文
堂
）、
一
九
七
七
年
七
月
号
、「
福
永
武
彦　

そ
の
主
題
と
変
奏
」、
二
六
頁
。

（
46 

）
Ｔ
・
ト
ド
ロ
フ
『
小
説
の
記
号
学

─
─

文
学
と
意
味
作
用
』
菅
野
昭
正
／
保
苅
瑞
穂
訳
注
、
大
修
館
、
一
九
八
一
、一
一
八
頁
。

（
47 

）
同
右
、
一
一
九
頁
。

（
48 

）Jean-Paul Sartre: 

《M
. François M

auriac et la liberté

》, Critiques littéraires (Situations I), coll. Idées, G
allim

ard, 1947, p.58.

（
49 

）Ibid., pp.54-55.

（
50 

）『
内
な
る
鏡
』、『
日
記
』
第
六
巻
、
一
九
五
〇
年
七
月
二
十
一
日
、
Ⅳ
、
一
一
六
八
頁
。

（
51 

）『
容
易
な
歳
月
』、『
日
記
』
第
一
巻
、
一
九
二
八
年
十
月
五
日
、
Ⅳ
、
二
六
頁
。

（
52 

）「
小
説
の
発
想
と
定
着

─
─

福
永
武
彦
氏
に
聞
く
」、『
國
文
學･
解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
學
燈
社
）、
一
九
七
二
年
十
一
月
号
、
特
集
「
福
永
武
彦

─
─

現
代

小
説
の
意
識
と
方
法
」、
二
六
頁
。

（
53 

）
萌
木
素
子
、相
見
綾
子
お
よ
び＜

或
る
男＞

の
三
人
は
、作
品
の
主
要
な
人
物
で
は
あ
る
が
、主
人
公
の
相
馬
鼎
に
た
い
し
て
従
属
的
な
位
置
を
占
め
る
の
で
、

副
次
的
な
人
物
で
あ
る
。

（
54 

）『
容
易
な
歳
月
』、『
日
記
』
第
一
巻
、
一
九
二
六
年
四
月
二
十
一
日
、
Ⅳ
、
一
〇
頁
。

（
55 

）『
容
易
な
歳
月
』、『
日
記
』
第
一
巻
、
一
九
三
三
年
三
月
十
三
日
、
Ⅳ
、
二
三
〇
頁
。



四
二

（
56 
）『
亡
霊
』、『
日
記
』
第
五
巻
、
一
九
四
七
年
十
二
月
二
十
九
日
、
Ⅳ
、
九
九
二
頁
。

（
57 
）（
58
）（
59
）「
小
説
の
発
想
と
定
着

─
─

福
永
武
彦
氏
に
聞
く
」、『
國
文
學･

解
釈
と
教
材
の
研
究
』（
學
燈
社
）、
一
九
七
二
年
十
一
月
号
、
特
集
「
福
永
武

彦

─
─

現
代
小
説
の
意
識
と
方
法
」、
二
九
頁
。




