
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
は
、
昭
和
八
年
九
月
に
出
版
さ
れ
た
、
西
脇
順
三
郎
の
日
本
語
に
よ
る
 
 

第
一
詩
集
で
あ
る
。
外
国
語
で
書
か
れ
た
詩
集
と
し
て
は
、
そ
れ
以
前
に
『
S
p
e
c
t
r
u
m
』
、
 
 

『
U
n
e
 
M
O
n
t
r
e
 
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
－
e
』
の
二
詩
集
が
あ
る
が
、
本
格
的
な
出
発
は
『
a
ヨ
b
a
 
 

r
く
a
H
a
』
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
西
脇
の
処
女
詩
集
と
も
い
う
べ
き
 
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
に
 
 

は
、
大
正
十
五
年
に
発
表
さ
れ
た
作
品
か
ら
詩
集
刊
行
直
前
に
制
作
さ
れ
た
作
品
ま
で
が
収
め
 
 

ら
れ
て
い
る
が
、
大
正
十
五
年
は
西
脇
の
三
十
三
歳
、
昭
和
八
年
は
四
十
歳
に
あ
た
る
。
詩
人
 
 

と
し
て
は
異
例
に
遅
い
出
発
で
あ
る
。
西
脇
の
出
発
が
遅
れ
た
原
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
彼
が
詩
 
 

人
と
し
て
立
と
う
と
す
る
意
欲
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
彼
は
 
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
 
 

a
』
出
版
当
時
を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

実
は
そ
の
当
時
自
国
語
で
詩
集
を
出
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
『
ア
ム
 
 

パ
ル
ワ
リ
ア
』
は
百
田
宗
治
さ
ん
が
出
し
て
み
た
ら
と
い
っ
て
す
す
め
て
く
れ
た
の
で
、
 
 

お
そ
る
お
そ
る
出
す
気
に
な
っ
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
本
当
に
望
ま
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
 
 

か
ら
、
そ
の
は
ず
か
し
さ
は
無
限
で
あ
っ
た
。
（
註
1
）
 
 
 

西
脇
が
文
壇
的
野
心
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
は
『
近
代
の
偶
話
』
の
序
文
に
、
＜
私
は
個
人
 
 

と
し
て
は
詩
集
と
い
っ
た
よ
う
な
代
物
で
詩
を
公
に
し
た
く
は
な
か
っ
た
の
だ
が
友
達
の
す
す
 
 

め
で
出
す
こ
と
に
し
た
∨
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
西
 
 

脇
の
精
神
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

さ
て
、
出
発
が
遅
れ
た
原
因
は
も
う
一
つ
あ
る
。
「
脳
髄
の
日
記
」
 
（
『
西
脇
順
三
郎
仝
詩
 
 

集
』
 
S
・
3
8
・
3
刊
 
あ
と
書
き
）
 
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
 
 

な
ぜ
日
本
語
で
詩
を
書
か
な
か
っ
た
か
。
日
本
語
で
詩
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
あ
あ
し
た
 
 

古
め
か
し
い
文
学
語
と
か
雅
文
体
で
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
英
語
で
 
 

書
け
ば
そ
の
困
難
を
避
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
雅
文
調
で
書
か
な
く
て
も
い
い
も
の
で
あ
 
 

る
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
も
ら
っ
た
先
生
は
萩
原
朔
太
郎
で
あ
っ
た
。
 
 
 

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
脇
は
『
a
ヨ
b
a
r
く
a
－
i
a
』
以
前
に
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
 
 

『
a
 
m
 
b
 
a
 
r
く
a
－
i
 
a
』
論
 
の
 
た
 
め
 
に
 
 

ー
 
「
天
 
気
」
 
の
 
解
 
釈
 
を
 
通
 
じ
 
て
 
 

詩
作
を
試
み
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
語
に
よ
る
詩
作
は
 
『
a
m
b
a
r
く
a
H
a
』
 
が
最
初
で
 
 

あ
る
。
西
脇
は
、
旧
来
の
日
本
の
詩
に
み
ら
れ
る
抒
情
的
雰
囲
気
を
堪
っ
た
文
学
語
と
か
雅
文
 
 

体
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
又
、
同
じ
「
脳
髄
の
日
記
」
の
 
 

中
に
、
＜
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
詩
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ロ
マ
ン
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
 
 

も
の
は
中
学
時
代
か
ら
テ
レ
く
さ
く
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
∨
と
あ
る
よ
う
に
、
西
脇
の
 
 

旧
来
の
詩
に
対
す
る
不
満
は
、
単
に
言
語
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
詩
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
 
 

題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
西
脇
の
求
め
た
詩
と
は
、
＜
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ロ
マ
ン
主
義
∨
と
 
 

は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
西
脇
は
如
何
な
る
詩
を
こ
の
 
『
a
m
b
a
r
く
a
 
 

－
i
a
』
に
於
い
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
ほ
、
そ
の
題
名
の
異
色
さ
と
と
も
に
画
期
的
な
内
容
を
持
っ
た
詩
集
で
 
 

あ
る
。
そ
の
破
壊
的
な
文
体
と
い
い
、
抒
情
を
絶
し
た
内
容
と
い
い
、
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
 
 

る
』
で
さ
え
も
古
め
か
し
く
み
え
て
く
る
樫
の
新
鮮
さ
を
持
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
 
『
a
 
 

ヨ
b
a
r
く
a
H
a
』
 
の
革
新
性
の
本
質
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
の
評
価
は
、
そ
 
 

の
ド
ラ
イ
な
抒
情
、
破
壊
的
な
文
体
、
と
い
っ
た
も
の
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
 
 

が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
詩
の
文
学
性
と
ど
う
関
わ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
論
 
 

究
が
充
分
に
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
『
a
m
b
a
r
く
a
H
a
』
は
日
本
の
詩
に
一
大
革
命
を
引
き
起
 
 

こ
し
た
が
、
そ
の
意
義
は
解
明
済
み
の
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
『
a
ヨ
b
a
r
く
a
－
…
a
』
を
評
価
 
 

す
べ
き
基
準
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

戦
後
に
至
っ
て
西
脇
批
判
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
現
代
詩
の
始
祖
と
も
い
う
べ
き
詩
 
 

人
の
業
績
を
検
討
し
批
判
す
る
こ
と
は
、
現
代
詩
の
未
来
を
考
え
る
上
に
重
要
な
仕
事
で
あ
る
 
 

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
現
時
点
に
於
け
る
西
脇
批
判
は
、
人
生
的
、
社
会
的
現
実
の
欠
落
に
対
 
 

す
る
も
の
が
主
で
あ
る
。
例
え
ば
中
桐
雅
夫
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
 
 

こ
れ
が
西
脇
詩
の
理
論
の
要
旨
で
あ
る
が
、
現
実
と
超
現
実
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
 
 
 

同
展
の
盟
論
は
何
ら
誤
り
が
な
い
。
し
か
し
こ
の
選
論
を
実
作
へ
適
用
す
る
に
当
っ
て
氏
 
 

田
 
 

中
 
 

啓
 
 

滋
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が
成
功
し
な
か
っ
た
と
私
が
い
ふ
窪
由
は
、
木
下
常
太
路
氏
が
す
で
に
指
摘
（
荒
地
廿
二
 
 
 

年
十
一
月
号
）
し
た
や
う
に
、
西
脇
氏
が
現
実
を
単
な
る
概
念
と
し
て
論
じ
て
ゐ
て
、
生
 
 

き
る
人
間
と
し
て
の
現
実
を
重
視
し
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
は
ば
そ
れ
は
『
教
壇
か
 
 

ら
み
た
現
実
』
で
あ
り
、
現
代
に
生
き
る
苦
痛
を
な
ま
な
ま
し
く
感
じ
る
や
う
な
も
の
で
 
 

は
な
か
つ
た
。
（
註
2
）
 
 
 

中
桐
氏
は
、
特
に
戦
前
の
西
脇
を
指
し
て
こ
う
批
判
す
る
の
で
あ
り
、
『
a
m
b
a
r
く
a
H
a
』
 
 

よ
り
も
、
む
し
ろ
、
再
版
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
を
是
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
西
脇
は
、
昭
和
 
 

二
十
二
年
再
版
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
を
刊
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
内
容
の
変
化
が
著
し
い
の
 
 

で
、
通
常
区
別
し
て
扱
わ
れ
る
。
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
は
、
初
版
『
a
m
b
a
r
く
a
〓
a
』
に
比
 
 

ヨ
引
還
啓
け
む
平
穏
に
な
り
、
抒
情
的
な
印
象
を
与
え
る
）
西
脇
に
好
意
的
な
人
々
も
、
 
 

こ
う
し
た
批
判
に
対
し
て
は
正
面
切
っ
て
反
論
し
て
い
な
い
。
た
だ
戦
後
の
西
脇
の
、
い
わ
ゆ
 
 

る
東
洋
回
帰
を
戦
前
の
西
脇
に
見
出
そ
う
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
後
の
西
脇
の
、
 
 

＜
存
在
の
淋
し
さ
と
い
う
根
本
思
想
∨
 
（
鍵
谷
幸
信
氏
）
 
の
芽
生
え
を
戦
前
の
作
品
に
見
出
 
 

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
前
記
の
よ
う
な
批
判
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
 
 

＜
存
在
の
淋
し
さ
∨
を
い
う
な
ら
、
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
は
、
断
然
『
a
m
b
a
r
く
a
〓
a
』
よ
 
 

り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
の
改
作
は
失
敗
 
 

で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、
西
脇
詩
を
思
想
と
 
 

か
人
生
的
現
実
で
測
る
こ
と
の
誤
り
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
又
、
我
々
が
『
a
m
b
a
r
く
a
－
 
 

i
a
』
の
文
学
性
を
評
す
る
言
葉
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
思
想
と
か
 
 

人
生
的
現
実
で
測
れ
ば
、
『
a
m
b
a
r
く
a
〓
a
』
は
西
脇
詩
の
中
で
最
低
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
 
 

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
又
、
『
a
m
b
a
r
く
a
l
i
a
』
を
評
す
る
言
葉
に
は
、
＜
イ
マ
ジ
ス
 
 

テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
美
∨
と
か
＜
ド
ラ
イ
な
抒
情
∨
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
の
が
通
例
で
 
 

あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
言
葉
が
最
早
効
力
を
失
っ
て
い
る
の
は
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
た
ち
が
イ
 
 

メ
ー
ジ
の
面
白
さ
に
堕
し
、
硯
実
を
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
で
も
明
白
で
あ
 
 

ろ
う
。
『
a
m
b
a
r
く
a
l
i
a
』
を
評
価
す
る
に
は
、
＜
存
在
の
淋
し
さ
∨
で
も
な
く
、
＜
イ
マ
ジ
 
 

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
莫
∨
、
＜
ド
ラ
イ
な
抒
情
∨
で
も
な
い
、
新
し
い
言
葉
を
模
索
す
る
よ
 
 

り
他
、
手
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
虚
心
に
『
a
m
b
a
r
く
a
〓
a
』
を
読
み
返
し
、
こ
の
 
 

詩
集
が
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
ポ
エ
ジ
イ
と
い
っ
た
も
の
を
分
析
し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
 
 

る
。
こ
の
小
文
で
は
、
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
西
脇
の
作
品
中
、
最
も
有
名
な
「
天
気
」
を
 
 

と
り
あ
げ
て
、
西
脇
詩
の
ポ
エ
ジ
イ
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
 
 
 

『
a
m
b
a
r
く
a
〓
a
』
中
、
最
も
親
し
み
や
す
く
わ
か
り
や
す
い
と
さ
れ
る
の
は
「
ギ
リ
シ
ア
 
 

的
抒
情
詩
」
の
章
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
西
脇
詩
の
革
新
性
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
る
恐
れ
が
 
 

多
分
に
あ
る
。
こ
の
小
文
で
、
そ
の
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
の
中
で
も
特
に
有
名
な
 
 

「
天
気
」
を
と
り
あ
げ
て
そ
の
解
釈
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
無
駄
で
は
あ
る
ま
い
。
「
ギ
リ
シ
 
 

ア
的
抒
情
詩
」
の
章
は
、
一
般
に
、
＜
イ
マ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
美
∨
と
か
＜
ド
ラ
イ
な
 
 

抒
情
∨
と
い
う
言
葉
で
儲
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
「
天
気
」
は
そ
の
代
表
的
な
作
 
 

品
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
＜
イ
マ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
美
∨
と
か
 
 

＜
ド
ラ
イ
な
抒
情
∨
を
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
た
ち
の
作
品
と
 
 

同
列
に
み
な
さ
れ
る
恐
れ
も
生
じ
て
く
る
。
現
に
西
脇
に
対
し
て
阜
う
い
う
批
判
を
す
る
人
々
 
 

も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
天
気
」
の
解
釈
一
つ
に
し
て
も
問
題
は
重
大
で
あ
 
 

る
。
「
天
気
」
を
単
に
∧
イ
マ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
美
∨
と
し
て
捉
え
る
か
ど
う
か
ほ
、
 
 

西
脇
詩
全
体
の
評
価
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 

天
気
 
 

く
つ
が
へ
 
 

（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
 
の
や
う
な
朝
 
 
 

何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
～
や
く
 
 

そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
 
 

こ
の
「
天
気
」
と
い
う
作
品
は
、
『
a
m
b
a
r
く
a
H
a
』
の
冒
頭
を
飾
る
作
品
で
、
そ
の
ド
ラ
 
 

イ
な
詩
情
は
旧
来
の
日
本
の
詩
を
読
み
な
れ
た
読
者
に
新
鮮
な
驚
き
を
与
え
る
。
室
生
犀
星
の
 
 

激
賞
以
来
、
こ
の
詩
の
生
命
は
、
特
に
第
一
行
の
眩
ゆ
い
ば
か
り
の
実
し
い
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
 
 

く
つ
が
へ
 
 

と
さ
れ
て
き
た
。
＜
（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
∨
と
い
う
詩
句
が
キ
ー
ツ
の
「
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン
」
 
 

か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
原
詩
を
知
る
知
ら
な
い
に
か
か
わ
ら
 
 

ず
、
新
鮮
で
慎
め
く
よ
う
な
朝
の
光
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
全
体
を
見
渡
し
た
時
、
心
に
残
る
の
は
、
単
に
第
一
行
の
イ
メ
ー
ジ
の
 
 

み
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
第
一
行
は
瞬
間
的
に
読
者
の
目
を
射
る
鮮
や
か
さ
を
持
っ
て
は
い
 
 

る
が
、
こ
の
作
品
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
は
少
し
違
う
。
第
一
行
の
あ
ま
り
の
鮮
や
か
さ
の
た
め
に
 
 

第
二
、
第
三
行
が
見
落
さ
れ
や
す
い
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
私
は
、
む
し
ろ
第
二
、
第
三
行
に
 
 

こ
そ
こ
の
詩
の
生
命
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
犀
星
は
、
第
一
行
を
激
賞
す
る
あ
ま
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り
、
第
二
、
第
三
行
を
な
く
も
が
な
と
辞
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
鑑
賞
は
、
こ
の
 
 

作
品
を
、
単
な
る
＜
イ
マ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
感
覚
の
美
∨
だ
け
の
作
品
に
お
と
し
め
る
も
の
の
 
 

よ
う
に
思
う
。
そ
の
後
の
鑑
賞
も
犀
星
の
鑑
賞
を
超
え
る
も
の
は
少
な
い
が
、
中
に
、
第
二
、
 
 

第
三
行
に
つ
い
て
も
重
く
み
よ
う
と
す
る
鍵
谷
幸
信
氏
の
も
の
が
あ
る
。
鍵
谷
氏
は
犀
星
の
文
 
 

章
を
引
き
、
彼
の
鑑
賞
眼
を
称
え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

も
っ
と
も
犀
星
の
指
摘
す
る
第
二
行
の
「
何
人
か
戸
口
に
て
誰
か
と
さ
～
や
く
」
は
、
一
 
 

行
に
比
し
て
た
し
か
に
詩
が
説
明
的
で
あ
り
、
冒
頭
で
陀
立
し
て
い
た
詩
語
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

が
急
に
平
坦
な
道
に
下
り
て
き
た
感
じ
で
あ
る
。
ま
た
第
三
行
は
い
っ
そ
う
そ
の
感
を
深
 
 

く
す
る
。
「
そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
」
と
書
く
こ
と
で
純
粋
な
詩
的
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
こ
 
 

と
か
ら
は
遠
く
躍
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
そ
の
点
で
犀
星
の
評
価
は
全
く
正
 
 

し
い
。
第
三
行
は
い
か
に
も
観
念
的
で
あ
る
。
一
行
の
感
覚
美
が
三
行
に
至
っ
て
崩
れ
て
 
 

し
ま
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
西
脇
順
三
郎
が
わ
が
国
の
 
 

モ
ダ
ニ
ス
ト
と
い
わ
れ
た
詩
人
の
中
で
は
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
い
い
と
患
う
が
、
単
に
 
 

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
ポ
エ
ジ
ー
と
い
う
よ
う
な
詩
を
書
か
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
（
中
 
 

略
）
 
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
西
脇
が
日
本
の
多
く
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
と
異
る
た
だ
イ
メ
ー
 
 

ジ
だ
け
に
詩
を
従
属
さ
せ
な
か
っ
た
姿
を
読
み
と
る
の
で
あ
る
。
「
何
人
か
戸
口
に
て
誰
 
 

か
と
さ
ゝ
や
く
／
そ
れ
は
神
の
生
誕
の
日
」
と
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
西
脇
に
、
 
 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
に
は
み
ら
れ
な
い
人
間
の
体
温
を
も
っ
た
生
命
感
に
み
ち
た
言
葉
が
あ
 
 

っ
た
こ
と
を
記
憶
す
る
の
で
あ
る
。
春
山
行
夫
や
北
園
克
衛
や
上
田
敏
雄
の
詩
の
も
つ
言
 
 

葉
の
無
機
質
性
、
イ
メ
ー
ジ
偏
重
、
言
葉
の
剥
製
化
・
視
覚
性
へ
の
依
存
な
ど
西
脇
に
は
 
 

初
め
か
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
西
脇
は
イ
メ
ー
ジ
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
詩
 
 

想
は
伝
統
的
な
抒
情
を
も
っ
て
い
た
の
だ
。
（
註
3
）
 
 
 

鍵
谷
氏
は
、
第
二
、
第
三
行
に
対
す
る
犀
星
の
批
判
に
領
き
な
が
ら
も
、
＜
イ
メ
ー
ジ
だ
け
 
 

に
詩
を
従
属
さ
せ
な
か
っ
た
∨
と
し
て
第
二
、
第
三
行
の
存
在
価
値
を
認
め
て
い
る
。
他
の
モ
 
 

ダ
ニ
ス
ト
詩
人
た
ち
と
の
間
に
一
線
を
画
す
る
と
い
う
点
で
翼
当
な
意
見
で
あ
る
。
た
だ
、
不
 
 

満
が
残
る
点
は
第
二
、
第
三
行
を
＜
伝
統
的
な
抒
情
∨
と
す
る
点
で
あ
る
。
鍵
谷
氏
の
い
う
 
 

＜
伝
統
的
な
抒
情
∨
が
表
面
的
な
意
味
で
な
い
こ
と
は
、
同
じ
文
章
中
に
、
＜
し
か
し
西
脇
の
 
 

詩
が
イ
メ
ー
ジ
だ
け
に
終
始
せ
ず
、
も
っ
と
言
葉
の
深
い
部
分
で
、
つ
ま
り
言
葉
の
音
楽
と
分
 
 

ち
難
く
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
傑
出
し
 
 

た
詩
言
語
の
所
有
者
で
あ
っ
た
の
だ
∨
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
 
 

も
、
∧
伝
統
的
暦
情
∨
と
い
う
言
葉
は
こ
の
「
天
気
」
と
い
う
作
品
に
不
似
合
で
あ
る
。
嚢
谷
 
 

氏
は
同
じ
文
章
中
に
「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
を
引
い
て
＜
伝
統
的
な
野
情
∨
と
い
う
こ
と
を
強
調
 
 

L
『
し
 
 

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
（
鍵
谷
氏
は
『
若
い
人
の
た
め
の
現
代
詩
 
西
脇
順
三
郎
』
 
 

《
教
養
文
庫
》
の
中
で
「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
に
八
西
脇
の
存
在
の
淋
し
さ
と
い
う
根
本
思
想
の
萌
 
 

芽
∨
を
見
出
し
て
い
る
）
 
そ
れ
は
戦
後
の
西
脇
詩
の
抹
香
臭
い
外
観
を
通
し
た
見
方
で
は
あ
る
 
 

ま
い
か
。
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
の
約
三
カ
月
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
輪
の
あ
る
世
界
』
 
（
註
4
）
 
 

の
＜
序
∨
で
西
脇
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 
 

僕
が
文
学
な
ど
を
考
へ
る
経
路
に
は
、
意
識
的
に
も
、
無
意
識
的
に
も
、
同
一
の
方
向
が
 
 

指
さ
さ
れ
る
。
僕
の
太
陽
は
い
つ
も
同
じ
い
方
向
に
照
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
に
、
い
 
 

つ
も
僕
の
頚
は
同
一
の
方
向
に
、
同
形
の
影
を
投
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
ふ
蕃
劇
が
あ
 
 

る
。
こ
の
太
陽
は
近
代
の
物
質
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
太
陽
は
ロ
マ
ン
主
義
と
正
反
 
 

対
な
照
り
方
で
あ
る
。
 
 
 

初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
脇
は
、
∧
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ロ
マ
ン
主
義
∨
に
対
す
る
反
 
 

撥
を
度
々
述
べ
て
い
る
。
特
に
戦
前
の
西
脇
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
抒
情
と
い
う
こ
と
を
極
 
 

度
に
警
戒
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
た
。
作
品
と
作
者
の
意
図
は
別
物
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
 
 

「
天
気
」
、
「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
等
の
作
品
が
作
者
を
裏
切
っ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
 
 

も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
断
定
す
る
に
は
作
品
の
綿
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
持
に
西
脇
が
度
 
 

々
述
べ
る
八
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
ロ
マ
ン
主
義
∨
に
対
す
る
反
猿
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
断
定
に
 
 

は
非
常
な
慎
重
さ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
「
天
気
」
の
第
二
、
第
三
行
は
＜
伝
統
的
な
抒
情
∨
な
 
 

の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
な
く
も
が
な
の
説
明
的
な
詩
句
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

作
品
の
検
討
に
入
ろ
う
。
先
ず
全
体
を
眺
め
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
が
論
理
的
、
或
い
は
過
 
 

不
足
の
な
い
記
述
の
形
式
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
第
一
行
で
は
時
刻
が
 
 

示
さ
れ
、
第
二
行
で
は
登
場
人
物
、
場
所
、
登
場
人
物
の
行
動
が
示
さ
れ
、
第
三
行
に
至
っ
て
 
 

そ
の
情
景
の
持
つ
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
平
易
な
い
い
方
を
す
れ
ば
、
＜
い
つ
、
だ
れ
 
 

が
、
ど
こ
で
、
何
を
し
た
。
そ
れ
は
何
の
日
で
あ
っ
た
。
∨
と
な
る
。
た
っ
た
三
行
の
こ
の
詩
 
 

は
、
過
不
足
な
く
あ
る
世
界
を
記
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
、
作
品
全
体
に
あ
る
リ
ズ
ム
が
流
れ
て
い
る
。
関
良
一
氏
は
西
脇
自
身
の
言
葉
を
引
用
 
 

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

韻
律
の
解
釈
は
読
み
手
に
よ
っ
て
違
う
だ
ろ
う
が
、
第
一
行
－
－
七
四
四
二
、
第
二
行
＝
五
 
 

五
四
四
、
第
三
行
＝
三
三
五
一
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
は
純
然
た
る
顔
文
形
態
で
は
な
い
が
、
 
 
 

端
然
た
る
傲
又
と
も
見
な
せ
な
い
「
中
間
子
約
な
リ
ズ
ム
」
の
試
み
と
い
え
よ
う
。
（
甚
5
）
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閑
氏
の
い
う
よ
う
に
、
韻
律
の
分
析
は
読
み
手
に
よ
っ
て
多
少
の
ズ
レ
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
 
 

あ
る
∧
中
間
子
的
な
リ
ズ
ム
∨
が
こ
の
作
品
に
流
れ
て
い
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
特
に
 
 

「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
に
は
全
体
と
し
て
リ
ズ
ム
が
あ
る
作
品
が
多
い
が
、
デ
リ
ケ
ー
 
 

ト
な
問
題
で
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
。
と
も
か
く
、
あ
る
リ
ズ
ム
が
こ
の
作
品
に
流
れ
 
 

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 
 
 

作
品
内
部
に
入
っ
て
み
よ
う
。
第
一
行
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
す
ば
ら
し
く
鮮
や
か
な
 
 

く
つ
が
へ
 
 

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。
∧
（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
∨
と
い
う
詩
句
が
キ
ー
ツ
の
「
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
 
 

ン
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
原
詩
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
、
 
 

関
長
一
氏
が
論
文
の
中
で
引
い
て
い
る
比
較
文
学
の
松
浦
暢
氏
の
関
氏
宛
の
書
簡
を
引
い
て
お
 
 

く
○
 
 

原
詩
で
見
ま
す
と
、
こ
の
形
容
は
白
髪
の
老
人
G
訂
u
c
u
s
が
E
n
d
y
m
i
O
n
の
投
げ
か
け
 
 
 

た
不
思
議
な
巻
物
の
細
か
く
ひ
き
裂
い
た
細
片
を
浴
び
て
、
忽
然
と
し
て
青
春
の
実
に
輝
 
 
 

く
若
者
の
姿
に
戻
っ
た
様
を
、
う
つ
向
け
て
い
た
宝
石
を
、
上
向
け
に
し
た
時
の
、
キ
ラ
 
 
 

リ
と
光
る
光
輝
に
な
ぞ
ら
え
て
云
っ
た
も
の
と
患
い
ま
す
。
只
、
問
題
は
訳
し
方
な
の
で
 
 

す
が
、
西
脇
氏
の
も
の
は
「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
と
な
り
、
大
和
訳
で
は
「
宝
石
を
ま
ろ
ば
 
 
 

し
た
や
う
に
」
と
砕
い
て
あ
り
ま
す
が
、
く
p
t
u
r
n
d
と
い
う
の
は
多
面
を
持
っ
た
宝
石
 
 
 

が
外
的
な
力
で
角
度
を
変
え
、
〝
．
p
O
i
n
t
 
u
p
．
二
上
向
き
に
な
る
）
し
て
、
一
度
に
燦
然
 
 

と
輝
き
出
す
情
景
を
キ
イ
ツ
は
言
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
（
中
略
）
 
い
わ
ば
、
老
人
グ
 
 

ロ
オ
カ
ス
か
ら
、
青
年
グ
ロ
オ
カ
ス
へ
の
奇
蹟
の
転
生
を
表
現
す
る
詩
句
が
u
p
t
u
r
n
d
 
 

g
e
m
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
（
註
6
）
 
 
 

第
一
行
の
＜
（
覆
さ
れ
た
宝
石
）
∨
と
い
う
詩
句
の
意
味
を
確
定
す
る
こ
と
は
こ
の
松
浦
氏
 
 

く
つ
が
へ
 
 

の
説
明
を
読
ん
で
も
難
し
い
。
そ
も
そ
も
＜
宝
石
∨
を
＜
覆
す
∨
と
は
い
か
な
る
行
為
を
指
す
 
 

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
「
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン
」
の
使
わ
れ
方
か
ら
推
し
て
、
瞬
間
 
 

的
、
反
射
的
な
感
覚
が
感
受
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
＜
朝
∨
 
 

と
連
結
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
朝
の
眩
ゆ
い
光
を
思
い
浮
べ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 
 

く
つ
が
へ
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
＜
覆
さ
れ
た
宝
石
∨
を
く
く
っ
て
い
る
丸
括
弧
で
あ
る
が
、
西
脇
自
身
は
引
用
 
 

句
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
用
い
た
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
原
詩
は
、
＜
〓
k
e
 
a
n
 
 

く
つ
が
へ
 
 

u
p
t
u
r
n
占
 
g
e
m
V
で
あ
る
の
で
、
＜
覆
さ
れ
た
宝
石
の
や
う
な
∨
全
体
を
く
く
る
方
が
適
 
 

切
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
関
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
＜
作
者
の
考
え
で
ほ
、
 
 

引
用
は
「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
と
い
う
す
ぐ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
部
分
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
の
か
 
 

も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
「
覆
さ
れ
た
宝
石
」
を
括
弧
で
く
く
り
、
「
の
や
う
な
」
を
そ
の
外
 
 

に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
を
強
調
し
、
か
つ
、
前
者
と
後
者
の
密
接
な
連
結
を
わ
ざ
と
断
 
 

ち
切
ろ
う
と
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
∨
（
註
7
）
と
推
理
し
て
い
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
は
わ
か
 
 

く
つ
が
へ
 
 

ら
な
い
が
、
＜
覆
さ
れ
た
宝
石
∨
を
丸
括
弧
で
く
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
関
氏
の
い
う
よ
う
 
 

く
つ
が
へ
 
 

に
、
＜
覆
さ
れ
た
宝
石
∨
と
い
う
詩
句
が
＜
の
や
う
な
∨
と
断
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 

＜
宝
石
∨
の
塩
め
き
が
強
く
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
 
 

第
一
行
は
、
怯
め
く
朝
の
光
の
瞬
間
的
、
反
射
的
な
感
覚
を
我
々
読
者
に
与
え
る
と
い
っ
て
よ
 
 

い
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
二
行
は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
曖
昧
な
印
象
を
与
え
る
。
＜
何
人
か
∨
＜
誰
か
∨
が
ど
こ
 
 

の
ど
ん
な
人
間
で
あ
る
の
か
不
明
で
あ
る
し
、
△
戸
口
∨
が
ど
こ
の
ど
ん
な
家
の
△
戸
口
∨
で
 
 

あ
る
か
も
不
明
で
あ
る
。
西
脇
自
身
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
 
 

『
天
気
』
は
あ
る
中
世
紀
の
物
語
の
さ
し
絵
と
し
て
あ
る
有
名
な
画
家
の
描
い
た
も
の
か
 
 

ら
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
思
う
。
今
日
な
ら
ル
オ
ー
が
選
び
そ
う
な
画
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
 
 

あ
る
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
内
部
か
ら
窓
の
外
の
景
色
を
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
 
 
 

る
き
た
な
ら
し
い
街
路
が
み
え
、
あ
る
家
の
入
口
で
な
に
か
ひ
そ
か
に
話
を
し
て
い
る
二
 
 
 

人
の
人
が
い
る
。
．
そ
の
家
の
中
で
神
か
人
間
が
う
ま
れ
た
ば
か
り
の
よ
う
な
気
が
し
た
の
 
 

で
あ
っ
た
。
（
註
8
）
 
 
 

西
脇
の
こ
の
解
説
は
、
「
天
気
」
を
書
く
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
あ
る
絵
画
に
つ
い
て
の
説
明
で
 
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
作
品
世
界
の
説
明
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
に
は
疑
 
 

問
が
あ
る
。
又
、
た
と
え
西
脇
が
作
品
世
界
の
説
明
と
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
っ
て
 
 

も
、
作
品
と
し
て
公
に
さ
れ
た
以
上
、
作
者
の
説
明
は
読
み
手
の
鑑
賞
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
 
 

き
な
い
。
西
脇
の
説
明
で
は
作
者
の
居
る
家
の
窓
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
の
＜
戸
口
∨
と
し
て
い
 
 

る
が
、
こ
の
位
置
関
係
に
は
疑
問
が
あ
る
。
第
l
一
行
を
視
覚
的
に
受
け
と
る
こ
と
は
難
し
い
。
 
 

＜
戸
口
に
て
∨
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
作
者
が
現
に
居
る
家
の
△
戸
口
∨
と
受
け
と
る
の
が
自
 
 

然
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
又
、
＜
さ
～
や
く
∨
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
 
 

よ
り
も
む
し
ろ
聴
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
と
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
 
 

論
議
を
抜
き
に
し
て
も
、
第
二
行
の
イ
メ
ー
ジ
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
第
二
行
 
 

に
は
登
場
人
物
も
場
所
も
登
場
人
物
の
行
動
も
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
具
体
的
な
情
 
 

景
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
ほ
難
し
い
。
し
か
し
、
情
景
が
は
っ
き
り
し
な
い
な
が
ら
も
何
か
が
起
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っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
読
者
は
第
二
行
に
於
い
て
宙
吊
り
の
状
態
に
置
か
れ
る
わ
け
で
あ
 
 

る
。
第
二
行
は
謎
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
謎
は
第
三
行
に
至
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
 
 

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
性
格
を
持
つ
第
二
行
は
我
々
の
意
識
内
部
の
思
考
の
レ
ヴ
ュ
 
 

ル
に
訴
え
て
く
る
。
曖
昧
で
意
味
の
不
明
な
情
景
は
そ
の
意
味
を
解
き
明
そ
う
と
す
る
思
考
の
 
 

働
き
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。
第
一
行
が
反
射
的
、
瞬
間
的
な
感
覚
を
我
々
に
与
え
た
の
に
対
 
 

し
、
第
二
行
は
意
識
内
部
の
思
考
に
働
き
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
行
は
情
景
の
靡
昧
さ
と
そ
の
情
景
の
有
す
る
意
味
の
不
明
性
か
ら
、
我
々
に
謎
を
提
出
 
 

し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
第
三
行
に
至
っ
て
、
第
二
行
の
謎
に
対
す
る
解
答
、
或
い
は
判
断
が
示
 
 

さ
れ
る
。
＜
そ
れ
∨
と
い
う
指
示
代
名
詞
は
話
し
手
の
勢
力
の
及
ぶ
範
囲
に
あ
る
事
物
を
指
し
 
 

示
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
こ
の
解
答
、
或
い
は
判
断
を
示
し
た
主
体
が
不
明
 
 

で
あ
る
。
い
い
う
る
こ
と
は
、
そ
の
主
体
は
八
神
の
生
誕
∨
を
知
り
う
る
着
で
あ
る
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
る
。
こ
の
第
三
行
は
、
い
わ
ば
神
の
啓
示
、
或
い
は
超
絶
老
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
 
 

っ
た
趣
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
三
行
は
、
第
l
行
、
第
二
行
か
ら
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
 
 

る
も
の
で
は
な
く
、
天
か
ら
降
っ
て
き
た
啓
示
、
或
い
は
人
間
の
意
識
の
中
の
、
あ
る
神
秘
的
 
 

な
部
位
に
生
じ
た
直
観
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
我
々
読
者
は
こ
の
第
三
行
に
於
い
て
作
品
 
 

世
界
の
意
味
を
論
理
的
に
納
得
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
人
間
を
超
え
た
神
或
い
は
神
 
 

に
近
い
存
在
に
よ
っ
て
有
無
を
い
わ
せ
ず
納
得
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
又
、
第
一
行
、
第
二
行
 
 

に
比
べ
て
音
数
が
少
な
く
、
体
言
止
め
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
解
答
、
或
い
は
判
 
 

断
は
、
よ
り
強
力
に
我
々
を
納
得
さ
せ
る
力
を
持
つ
の
で
あ
る
。
第
三
行
は
日
常
的
な
意
識
に
 
 

で
は
な
く
、
無
限
と
か
神
秘
と
か
を
感
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
の
意
識
の
深
み
に
直
接
訴
 
 

え
か
け
て
く
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
第
一
行
は
意
識
の
表
層
の
感
覚
、
第
二
行
は
意
識
の
内
部
の
 
 

思
考
、
第
三
行
は
意
識
の
深
み
に
あ
る
神
秘
を
感
得
す
る
部
分
、
に
そ
れ
ぞ
れ
働
き
か
、
け
て
く
 
 

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
は
我
々
の
内
部
に
一
つ
の
構
造
的
な
意
識
の
世
界
を
 
 

形
成
す
る
の
で
あ
る
。
初
め
に
指
摘
し
て
お
い
た
論
理
的
な
記
述
形
式
、
リ
ズ
ム
の
存
在
、
は
 
 

読
者
を
抵
抗
な
し
に
最
終
行
ま
で
運
ん
で
行
く
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
我
々
の
内
 
 

部
に
形
成
さ
れ
る
意
識
世
界
の
構
造
が
気
づ
か
れ
に
く
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
読
者
は
こ
 
 

の
作
品
を
読
み
終
え
て
何
か
判
然
と
し
な
い
面
白
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
論
理
的
な
記
述
形
 
 

式
、
リ
ズ
ム
の
存
在
、
が
詩
全
体
を
お
お
っ
て
い
る
た
め
に
読
者
の
受
け
と
る
ポ
エ
ジ
イ
は
非
 
 

常
に
微
か
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
失
楽
園
」
の
華
や
「
酸
郁
タ
ル
火
夫
」
に
み
ら
れ
る
 
 

暴
力
的
、
破
壊
的
な
作
品
と
は
違
っ
て
非
常
に
お
だ
や
か
で
わ
か
り
や
す
い
詩
に
仕
立
て
ら
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
が
我
々
の
内
部
に
形
成
す
る
意
識
世
界
の
構
造
を
見
逃
し
て
は
な
 
 

る
ま
い
。
 
 
 

で
は
、
そ
う
い
う
意
識
世
界
の
構
造
は
ど
の
よ
う
な
ポ
エ
ジ
イ
を
生
み
出
す
の
で
あ
ろ
う
 
 

か
。
私
は
各
々
の
詩
句
が
意
識
の
様
々
な
部
分
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
自
我
 
 

意
識
の
消
滅
と
い
っ
た
も
の
を
引
き
起
す
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
西
脇
は
自
身
の
目
 
 

指
す
詩
を
＜
純
粋
芸
術
∨
と
呼
ん
で
、
思
想
と
か
感
情
等
の
＜
経
験
意
識
∨
の
表
現
を
目
的
と
 
 

す
る
＜
不
純
芸
術
∨
と
は
区
別
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

不
純
芸
術
は
自
己
存
在
の
経
験
意
識
の
世
界
を
作
る
。
こ
れ
に
反
し
て
純
粋
芸
術
は
経
験
 
 

意
識
の
世
界
が
拡
大
し
て
遂
に
消
滅
し
た
そ
の
瞬
間
の
意
識
の
世
界
を
作
る
こ
と
で
あ
 
 

る
。
こ
れ
を
通
俗
な
言
葉
で
説
明
す
れ
ば
、
自
己
存
在
の
意
識
が
な
く
な
っ
た
瞬
間
を
作
 
 

る
こ
と
で
あ
る
。
（
証
9
）
 
 
 

西
脇
が
、
＜
経
験
意
識
の
世
界
が
拡
大
し
て
遂
に
消
滅
し
た
そ
の
瞬
間
の
意
識
の
世
界
V
七
 
 

述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
欲
し
い
。
西
脇
は
こ
の
＜
純
粋
芸
術
∨
の
目
的
を
＜
実
感
の
ゼ
 
 

ロ
な
る
世
界
∨
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
＜
経
験
意
識
の
世
界
が
拡
大
し
∨
、
そ
の
結
果
 
 

∧
遂
に
消
滅
し
た
瞬
間
の
意
識
の
世
界
∨
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
＜
自
己
存
在
の
意
識
が
な
 
 

く
な
っ
た
瞬
間
∨
と
か
＜
実
感
の
ゼ
ロ
な
る
世
界
∨
と
か
．
い
う
も
の
は
、
∧
経
験
意
識
∨
を
材
 
 

料
と
し
、
そ
れ
を
＜
拡
大
∨
し
、
＜
遂
に
消
滅
∨
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
の
論
を
「
天
気
」
に
適
用
す
る
と
、
各
行
は
＜
経
験
意
識
の
世
界
∨
で
あ
り
、
異
 
 

っ
た
教
程
の
＜
経
験
意
識
∨
を
重
ね
る
こ
と
が
＜
経
験
意
識
の
世
界
∨
を
＜
拡
大
∨
し
、
＜
遂
 
 

に
消
滅
∨
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
各
々
の
行
が
そ
れ
ぞ
れ
意
識
の
異
っ
た
部
分
 
 

に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
小
字
首
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
構
成
し
、
各
々
の
性
格
の
 
 

異
っ
た
意
識
が
干
渉
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
間
に
＜
経
験
意
識
∨
の
＜
消
滅
∨
し
た
世
界
 
 

、
＜
自
己
存
在
の
意
識
が
な
く
な
っ
た
瞬
間
∨
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
勿
 
 

論
、
詩
論
に
合
わ
せ
て
作
品
を
解
釈
す
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
先
の
分
析
の
結
果
 
 

こ
の
作
品
が
意
識
の
様
々
な
部
分
に
働
き
、
意
識
の
小
宇
宙
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
構
成
す
る
 
 

こ
と
が
解
っ
た
こ
と
か
ら
、
各
行
の
イ
メ
ー
ジ
、
或
い
は
抒
情
そ
の
も
の
が
作
品
の
ポ
エ
ジ
イ
 
 

で
は
な
く
、
各
行
を
繚
合
し
た
意
識
構
造
の
う
ち
に
ポ
エ
ジ
イ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
い
 
 

え
そ
う
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
天
気
」
と
い
う
作
品
で
は
こ
う
い
う
ポ
エ
ジ
イ
 
 

の
構
造
が
頚
で
ほ
な
く
、
一
見
平
坦
で
わ
か
り
や
す
い
作
品
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
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め
我
々
の
感
じ
る
ポ
エ
ジ
イ
は
非
常
に
微
か
な
も
の
に
な
る
。
こ
う
い
う
詩
作
態
度
ほ
戦
後
の
 
 

西
脇
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
再
版
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
は
大
き
な
改
変
が
な
さ
れ
 
 

て
い
る
が
、
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
に
は
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
そ
の
有
 
 

力
な
証
拠
で
あ
る
。
戦
後
の
西
脇
の
変
貌
は
既
に
『
a
ヨ
b
a
r
く
a
〓
a
』
刊
行
時
に
始
ま
っ
て
い
 
 

た
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
a
m
b
a
r
く
a
l
i
a
』
再
版
問
題
に
つ
い
て
詳
述
す
る
つ
も
り
は
 
 

な
い
が
、
西
脇
の
詩
作
態
度
の
変
化
と
、
そ
う
な
さ
し
め
た
西
脇
の
心
情
が
次
の
文
章
の
中
に
 
 

示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

詩
の
世
界
は
一
つ
の
方
法
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
は
二
J
の
 
 
 

考
へ
方
感
じ
方
で
あ
る
。
ど
う
い
ふ
風
に
考
へ
る
の
が
詩
的
考
へ
方
で
あ
る
か
。
私
の
考
 
 

へ
方
を
の
べ
ま
せ
う
。
 
 

即
ち
先
に
述
べ
た
、
一
定
の
関
係
の
も
と
に
定
ま
れ
る
経
験
の
世
界
で
あ
る
人
生
の
関
 
 
 

係
の
組
織
を
切
断
し
た
り
、
位
置
を
転
換
し
た
り
、
ま
た
関
係
を
構
成
し
て
ゐ
る
要
素
の
 
 
 

或
る
も
の
を
取
去
っ
た
り
、
ま
た
新
し
い
要
素
を
加
へ
る
こ
と
に
よ
り
て
、
こ
の
経
験
の
 
 
 

世
界
に
一
大
変
化
を
与
へ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
は
人
生
の
経
験
の
世
界
が
破
壊
さ
れ
る
 
 
 

こ
と
に
な
る
。
丁
度
原
子
爆
弾
の
如
く
関
係
の
組
識
が
破
壊
さ
れ
る
。
 
 

詩
の
方
法
は
こ
の
破
壊
力
乃
至
爆
発
力
を
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
爆
発
力
を
そ
の
 
 
 

ま
ま
使
用
し
た
と
き
は
人
生
の
経
験
の
世
界
は
ひ
ど
く
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
人
生
の
 
 

破
滅
と
な
る
。
 
 

併
し
詩
の
方
法
と
し
て
は
そ
の
爆
発
力
を
応
用
し
て
即
ち
か
す
か
に
部
分
的
に
か
す
か
 
 
 

に
爆
発
を
起
さ
せ
て
、
そ
の
力
で
可
憐
な
る
小
さ
い
水
車
を
ま
は
す
の
で
あ
る
。
 
 

（
中
略
）
 
 
 

こ
の
詩
を
今
読
ん
で
み
る
と
自
分
の
心
境
が
移
り
か
は
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
で
再
 
 
 

版
に
際
し
て
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
荒
々
し
い
言
葉
使
ひ
、
そ
の
乱
暴
に
も
不
明
に
さ
れ
 
 

て
ゐ
る
点
を
訂
正
す
る
の
で
あ
つ
た
。
 
 
 

こ
れ
は
再
版
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
の
「
あ
と
書
き
」
で
あ
る
が
、
西
脇
は
『
a
m
b
a
r
く
a
－
 
 

i
a
』
に
於
い
て
＜
爆
発
力
∨
を
＜
そ
の
ま
ま
使
用
∨
し
た
と
感
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
 
 

が
＜
荒
々
し
い
言
葉
使
ひ
∨
、
＜
乱
暴
に
も
不
明
に
さ
れ
て
ゐ
る
点
∨
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
に
は
大
幅
な
改
変
が
な
さ
れ
て
い
な
 
 

い
。
こ
の
事
実
は
、
再
版
時
の
西
脇
の
心
境
か
ら
み
て
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
は
不
満
 
 

足
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
 
 

の
章
の
作
品
は
＜
爆
発
力
を
応
用
し
て
即
ち
か
す
か
に
部
分
的
に
か
す
か
に
爆
発
を
起
さ
せ
∨
 
 

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
先
の
「
天
気
」
の
分
析
も
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
一
般
 
 

に
、
西
脇
の
創
作
活
動
の
最
初
の
節
は
、
『
a
m
b
a
r
く
a
H
a
』
よ
り
後
、
つ
ま
り
戦
争
中
か
ら
 
 

戦
後
に
か
け
て
の
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
 
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
の
制
作
期
に
あ
る
と
み
ら
れ
て
 
 

い
る
が
、
実
は
『
a
m
b
a
r
…
－
i
a
』
刊
行
時
、
つ
ま
り
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
の
諸
作
 
 

品
を
執
筆
し
た
時
点
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
西
脇
の
、
戦
前
と
戦
後
の
詩
業
 
 

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鍵
谷
氏
の
、
＜
伝
統
的
抒
情
∨
、
＜
存
在
の
 
 

淋
し
さ
∨
で
も
っ
て
つ
な
ぐ
見
方
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
見
方
か
ら
し
て
も
戦
後
の
西
脇
の
変
 
 

貌
は
既
に
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
刊
行
時
に
始
ま
っ
て
い
た
と
．
い
う
こ
と
に
な
る
。
鎌
谷
氏
が
、
 
 

∧
伝
統
的
抒
情
∨
と
し
て
引
く
「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
は
昭
和
八
年
の
作
品
で
あ
る
か
ら
（
註
 
 

1
0
）
。
た
だ
、
鍵
谷
氏
の
こ
の
見
方
に
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
の
西
脇
の
婆
が
色
 
 

濃
い
影
を
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
又
、
∧
存
在
の
淋
し
さ
∨
な
ら
初
期
の
詩
論
に
も
当
然
 
 

見
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
処
女
詩
論
「
P
R
O
 
 

F
A
N
U
S
」
の
冒
頭
部
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 
 
 

人
間
の
存
在
の
現
実
そ
れ
自
身
は
つ
亨
b
な
い
。
こ
の
根
本
的
な
偉
大
な
つ
ま
ら
な
さ
を
 
 
 

感
ず
る
こ
と
が
詩
的
動
機
で
あ
る
。
詩
と
は
こ
の
つ
ま
ら
な
い
現
実
を
一
種
独
特
の
興
味
 
 

（
不
思
議
な
快
感
）
を
も
つ
て
意
識
さ
す
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
俗
に
こ
れ
を
芸
術
と
い
 
 

ふ
。
（
註
1
1
）
 
 
 

こ
の
一
節
に
＜
存
在
の
淋
し
さ
∨
を
撃
っ
こ
と
ほ
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
無
理
で
あ
る
ど
こ
ろ
 
 

か
、
抑
制
の
利
い
た
文
体
の
う
ち
に
＜
存
在
の
淋
し
さ
∨
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
 
 

る
。
＜
存
在
の
淋
し
さ
∨
は
西
脇
詩
を
理
解
す
る
上
で
の
大
前
提
で
あ
り
、
そ
れ
は
西
脇
の
出
 
 

発
点
で
は
あ
っ
て
も
到
達
点
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
先
程
の
問
題
に
戻
る
と
、
そ
れ
は
 
 

思
想
云
々
の
問
題
と
し
て
よ
り
も
詩
法
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
が
本
筋
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 

＜
爆
発
力
を
そ
の
ま
ま
使
用
∨
し
た
最
も
初
期
の
詩
法
か
ら
、
∧
か
す
か
に
部
分
的
に
か
す
か
 
 

に
爆
発
を
起
さ
せ
て
、
そ
の
力
で
可
憐
な
る
小
さ
い
水
車
を
ま
は
す
∨
と
い
う
詩
法
へ
の
転
換
 
 

が
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
に
於
い
て
行
わ
れ
、
「
失
楽
園
」
に
始
ま
っ
た
詩
法
の
模
索
が
一
 
 

応
の
完
成
を
み
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
天
気
」
の
分
析
を
通
じ
て
私
は
＜
意
識
の
構
造
∨
と
い
う
こ
と
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
を
 
 

西
脇
詩
全
体
に
広
げ
て
い
う
と
、
人
間
の
精
神
活
動
そ
の
も
の
が
素
材
と
な
っ
て
そ
れ
を
超
え
 
 

た
ポ
エ
ジ
イ
と
い
う
べ
き
も
の
を
作
り
あ
げ
て
い
る
の
が
西
脇
詩
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
考
え
 
 

を
最
も
初
期
の
「
失
楽
園
」
の
章
の
後
半
部
の
作
品
（
註
ほ
）
に
適
用
す
る
と
、
例
証
は
省
く
 
 

が
、
そ
こ
で
は
科
学
的
な
思
考
と
抒
情
と
い
う
対
立
的
な
精
神
活
動
が
素
材
と
な
っ
て
い
た
。
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そ
れ
に
対
し
、
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
の
章
に
於
い
て
は
対
極
に
あ
る
も
の
を
ぶ
つ
け
る
と
 
 

い
う
よ
う
な
極
端
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
、
も
っ
と
微
妙
な
精
神
活
動
を
素
材
と
す
る
よ
う
 
 

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
「
天
気
」
の
分
析
に
於
い
て
、
感
覚
、
恩
考
、
直
観
に
類
す
 
 

る
も
の
、
を
抽
出
し
た
が
、
勿
論
こ
れ
は
粗
雑
な
も
の
で
あ
る
し
、
又
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
 
 

詩
」
の
章
全
体
を
分
析
す
れ
ば
も
っ
と
微
細
な
精
神
活
動
の
混
汚
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
 
 

ろ
う
。
そ
し
て
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
」
は
、
そ
う
い
う
戦
後
の
西
脇
詩
に
つ
な
が
る
詩
法
の
 
 

一
応
の
完
成
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

註
1
、
「
S
p
e
c
t
r
u
m
」
と
『
ア
ム
パ
ル
ワ
リ
ア
』
 
（
「
本
の
手
帖
」
S
・
3
6
・
6
）
 
 
 

註
2
、
「
西
脇
順
l
ニ
郎
論
」
 
 
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
S
・
2
5
・
1
）
 
 
 

琵
3
、
「
天
気
」
 
 
（
「
国
文
学
」
S
・
4
4
・
9
）
 
 
 

註
4
、
『
輪
の
あ
る
世
界
』
 
 
（
S
・
8
・
6
刊
 
第
一
書
房
）
 
 
 

註
5
、
一
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
㈲
」
 
（
「
国
文
学
」
S
・
4
1
・
6
）
 
 
 

註
6
、
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
囲
」
 
（
「
国
文
学
」
S
・
4
1
・
4
）
 
 
 

註
7
、
「
ギ
リ
シ
ア
的
抒
情
詩
H
」
 
（
「
国
文
学
」
S
・
4
1
・
1
）
 
 
 

註
8
、
中
野
嘉
一
 
「
詩
集
『
a
m
b
a
r
く
a
－
i
a
』
 
（
あ
む
ば
る
わ
り
あ
）
」
 
（
『
西
脇
順
三
 
 

郎
研
究
』
所
収
）
 
よ
り
引
用
 
）
 
 
 

註
9
、
「
E
S
T
H
E
↓
I
Q
く
E
 
F
O
R
A
I
N
E
」
（
「
三
田
文
学
」
 
S
・
3
・
2
）
 
 

註
1
0
、
 
 

註
1
1
、
 
 

註
1
2
、
 
 

「
カ
プ
リ
の
牧
人
」
 
 
（
「
尺
憤
」
 
S
・
8
・
1
）
 
 

「
P
R
O
F
A
N
U
S
」
 
（
雑
誌
発
表
の
原
題
「
プ
ロ
フ
ァ
ヌ
ス
」
 
 
「
三
田
文
 
 

学
」
T
・
1
5
・
4
）
 
 

「
五
月
」
．
よ
り
後
の
作
品
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
の
う
ち
、
「
五
月
」
と
「
ホ
メ
 
 

ロ
ス
を
読
む
男
」
ほ
「
椎
の
木
」
に
昭
和
八
年
十
月
発
表
さ
れ
て
い
る
が
他
は
未
発
 
 

表
で
あ
る
。
詩
風
が
似
通
っ
て
い
る
の
で
「
五
月
」
 
「
ホ
メ
ロ
ス
を
読
む
男
」
に
近
 
 

い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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