
北
村
透
谷
に
お
け
る

の
可
能
性

「
悲
劇
」

|
|
|
『
他
界
に
対
す
る
観
念
』
に
つ
い
て
|
|
|

序

『
他
界
に
対
す
る
観
念
」
(
「
国
民
之
友
」
第
一
六
九
・
一
七

O
号、

八
7L 

〔
明
治
二
五
〕
年
十
月
十
三
・
二
三
日
)
で
、
北
村
透
谷
は
「
悲
劇
」
の
在
り
方
に

つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

悲
劇
必
ら
ず
し
も
悲
を
以
て
旨
と
せ
ず
、
厭
世
必
ら
ず
し
も
献
を
以
て
趣
と

せ
ず
、
別
に
一
種
の
抜
く
可
か
ら
ざ
る
他
界
に
対
す
る
自
然
の
観
念
の
存
す

る
も
の
あ
り
、
こ
の
観
念
は
以
て
悲
劇
を
人
心
の
情
世
界
に
想
は
し
め
、
厭

世
を
高
速
な
る
思
想
家
に
迎
へ
し
む
、
人
間
あ
り
て
よ
り
こ
の
観
念
な
き
は

あ
ら
ず
、
或
は
遠
く
或
は
近
く
、
大
な
る
も
の
あ
り
、
小
な
る
も
の
あ
り
、
宗

教
こ
の
観
念
の
上
に
立
ち
、
詩
想
こ
の
観
念
の
担
に
活
く
。
こ
の
観
念
は
世

界
の
普
遍
性
な
り
、
市
し
て
こ
の
観
念
あ
る
と
共
に
離
る
可
か
ら
ざ
る
も
の

は
、
こ
の
観
念
に
二
元
性
あ
る
事
な
り
。

こ
の
立
論
に
は
、
『
蓬
莱
曲
」
詩
作
の
過
程
で
幾
度
も
な
さ
れ
た
試
行
錯
誤
が
投
影

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
山
田
博
光
氏
は
『
蓬
莱
山
」
に
対
し
て
〈
フ
ア

ウ
ス
ト
伝
説
の
原
型
か
ら
の
距
離
の
測
定
〉
を
試
み
、
そ
こ
で
〈
人
生
の
意
味
を

ト
ー
タ
ル
に
問
う
、
世
界
観
芸
術
〉
が
達
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
、
さ
ら

に
、
〈
透
谷
が
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
と
そ
の
具
体
作
「
蓬
莱
曲
」
で
め
ざ
し
て

尾

充

西

康

い
た
の
は
「
旧
約
聖
書
」
型
の
、
他
界
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
暗
示
と

一
挙
に
人
生
と
世
界
の
真
実
に
達
し
よ
う
と
い
う
方
法
〉
で
あ

象
徴
に
よ
っ
て
、

っ
た
事
態
を
明
快
に
指
摘
す
る
。
ま
た
、
新
保
祐
司
氏
は
、
〈
透
谷
の
他
の
多
く
の

評
論
が
、
も
は
や
文
学
史
的
研
究
の
対
象
と
し
て
の
価
値
し
か
も
っ
て
い
な
い
の

に
対
し
て
、
こ
の
「
他
界
に
対
す
る
観
念
」
は
、
ま
さ
に
現
在
の
批
評
の
対
象
に

な
り
う
る
傑
作
〉
で
あ
る
と
し
、
〈
「
他
界
に
対
す
る
観
念
の
乏
し
さ
」
を
「
絶
叫
」

し
た
詩
人
〉
の
、
希
有
な
存
在
と
し
て
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
評
価
が
提
出
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
ぜ
ひ
と
も
着
目
せ
ね
ば
な
ら

な
い
透
谷
の
表
現
は
、
先
に
掲
げ
た
冒
頭
の
一
文
で
使
わ
れ
た
〈
他
界
に
対
す
る

自
然
の
観
念
〉
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
り
げ
な
く
〈
自
然
の
〉
と

い
う
修
飾
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
念
を
押
し
て

繰
り
返
し
い
え
ば
、
〈
他
界
に
対
す
る
観
念
〉
で
は
な
い
、
〈
他
界
に
対
す
る
自
然

の
観
念
〉
と
さ
れ
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
自
然
の
〉
と
い
う
表

現
は
、
(
一
)
他
界
に
対
し
て
、
人
間
の
観
念
世
界
で
形
成
さ
れ
る
「
自
然
」
の
概

明
治
に
な
っ
て
翻
訳
語
と
し
て
定
者
し
た
「
自
然

(
H

n
a
t
u
r
e
〉
」
)
と
い
う
解
釈
、
(
二
)
他
界
に
対
し
て
、
お
の
ず
か
ら
発
生
す

念
(
つ
ま
り
、

る
思
念
(
伝
統
的
な
形
容
詞
・
副
詞
的
用
法
と
し
て
の
「
自
然
の
」
・
「
自
然
に
」
)

と
い
う
こ
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
出
原
隆
俊
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な



対
象
世
界
と
し
て
の
「
他
界
」
は
、
透
谷
が
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
か
ら
受
容
し
た

も
の
で
、
「
現
実
世
界
〈

H
r
e
a
l

w
o
r
l
d
)
」
の
対
な
る
観
念
対
象
と

し
て
「
別
次
元
の
世
界

(
H
a
n
o
t
h
e
r

使
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
、
も
し
か
り
に
〈
一
)
の
よ
う
に
解

w
o
r
l
d
ご
と
い
う
意
味
で

釈
す
れ
ば
、
『
蓬
莱
曲
」
で
使
わ
れ
る
「
自
然
(
か
み
)
の
書
」
と
い
う
表
現
に
つ

な
が
り
、
透
谷
に
お
け
る
「
自
然
」
概
念
と
「
神
」
概
念
と
の
相
関
関
係
の
問
題

に
発
展
す
る
の
だ
が
、
実
際
、
論
理
的
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
『
他
界
に
対
す
る

観
念
』
の
文
脈
に
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
(
二
)
の
解
釈
を
採
る
こ
と
に
す
る
。
文

脈
上
で
も
、
解
釈
に
無
理
は
な
い
が
、
透
谷
の
用
法
が
暖
昧
な
の
は
否
め
な
い
。

透野
谷山
の嘉
中正
に氏
多に
様よ
なっ
志 て
向二
が 恒
生 然
誌に
れ 対

53す
と 処
指し
摘 方
さ が
れ中
る 間
よ的
うで
にあ

っ
そ た
れこ
がと
透か
谷ら

の
根
本
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
透
谷
の
眼
昧
な
部
分
に
つ
い
て
、
批
判
的
な
考
察
を
行
い
た
い
の

だ
が
、
ま
ず
、
そ
の
手
掛
か
り
と
し
て
の
論
点
を
定
め
た
い
。
も
う
一
度
、
先
に

掲
げ
た
部
分
に
目
を
や
れ
ば
、
〈
人
間
あ
り
て
よ
り
こ
の
観
念
な
き
は
あ
ら
ず
〉
、

さ
ら
に
〈
こ
の
観
念
は
世
界
の
普
遍
性
な
り
〉
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
そ
の
「
自

的然
t.!. L-

「傾
世向
界圭
Lー 師哩

を立
開 t:
不 立
すな
るが
と匂
さ二
れ而
て界
~ ， !こ
宅対
そる
、I=l

で然
はの

示聖
司王ン

測が
の人
「問
天の
」ー 卓也

日

や遍

不
可
知
の
「
神
」
に
畏
怖
す
る
人
間
の
「
原
初
的
な
宗
教
性
」
が
前
提
と
さ
れ
て

い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
祭
杷
体
系
を
具
え
た
「
文
化
的
概
念
と
し
て
の
カ
ミ
」
に

先
行
す
る
、
人
間
文
化
成
立
以
前
の
「
自
然
的
概
念
と
し
て
の
カ
ミ
」
が
措
定
さ

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
、
透
谷
の
そ
の
よ
う
な
論
理
構
成

は
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
原
初
的
な
宗
教
性
」
の
実
在
性
の
問
題
で
は
な

ぃ
。
問
題
と
し
た
い
の
は
、
「
原
初
的
な
宗
教
性
」
を
前
提
と
し
て
い
る
論
理
立
て

に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
危
う
い
隠
蔽
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

『
他
界
に
対
す
る
観
念
』
で
は
、
〈
詩
の
世
界
は
人
間
界
の
実
象
の
み
の
占
領
す

べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
〉
と
、
透
谷
独
特
の
文
学
理
念
で
あ
る
「
想
世
界
」
の
確
立

が
語
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
文
学
」

一
般
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
り
、
も
し
か

り
に
そ
の
よ
う
な
理
念
に
拠
る
〈
幽
霊
の
作
意
〉
を
欠
い
て
い
た
な
ら
、
〈
恐
ら
く

は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
遂
に
今
日
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
あ
ら
ざ
る
な
り
〉
と
も
強

調
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
〈
幽
霊
〉
に
関
し
て
、

つ
ぎ
の

よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
。

天
界
と
地
界
と
所
を
異
に
す
る
が
故
に
、
容
易
に
其
形
を
現
ず
る
こ
と
能

デ
ザ
イ
ア

は
ざ
る
は
沙
翁
の
幽
霊
な
り
、
其
現
ず
る
は
主
観
的
願
欲
を
以
て
現
ず
る
に

プ
レ
ヲ
Y
ユ
ア

は
あ
ら
ず
客
観
的
堅
抑
に
よ
っ
て
現
ず
、
自
由
の
意
志
を
以
て
現
ず
る
に
あ
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ら
ず
、
自
然
の
傾
と
し
て
現
ぜ
し
も
の
な
り
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
幽
霊
は
ジ
ニ

ア
ス
の
力
の
み
に
て
然
る
に
あ
ら
ず
、
そ
の
東
洋
の
幽
霊
と
相
異
な
る
と
こ

ろ
、
自
か
ら
其
他
界
に
対
す
る
観
念
の
遥
に
我
と
違
ふ
と
こ
ろ
あ
れ
ば
な
り
。

〈
沙
翁
の
幽
霊
〉
の
神
秘
性
は
〈
天
界
と
地
界
と
所
を
異
に
す
る
〉
が
ゆ
え
で
あ
る

と
す
る
論
理
は
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
日
本
仏
教
の
思
想
的
伝
統
に
お
け
る
「
彼

岸
」
と
「
此
岸
」
と
の
浄
土
思
想
的
な
親
和
性
へ
の
批
判
と
受
け
取
れ
る
。
『
内
部

生
命
論
』
(
「
文
学
界
」
第
五
号
、

一
八
九
三
〔
明
治
一
ヱ
ハ
〕
年
五
月
三
一
日
)
で

も
、
「
死
」
に
対
し
心
情
的
親
近
性
が
持
た
れ
て
い
る
点
を
指
し
て
、
伝
統
的
〈
仏

教
思
想
〉
を
〈
不
生
命
思
想
〉
と
否
定
し
、
神
か
ら
の
霊
感
に
よ
っ
て
〈
再
造
〉
さ

れ
る
〈
内
部
の
生
命
〉
に
お
い
て
、
真
の
〈
ヒ
ユ

i
マ
ニ
チ
l
〉
を
得
ね
ば
な
ら



な
い
と
論
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
透
谷
の
個
性
が
十
分
に
投
影
さ
れ
た
主
張
で
あ

り
、
『
他
界
に
対
す
る
観
念
」
で
も
、

仏
教
侵
来
以
後
の
日
本
は
、
他
界
に
対
す
る
観
念
の
発
達
大
に
著
る
し
き

を
一
万
せ
り
。
然
れ
ど
も
想
像
的
鬼
神
の
輸
入
あ
る
と
共
に
一
方
に
於
て
は
、

万
葉
時
代
に
行
は
れ
た
る
単
純
な
る
、
「
自
然
力
」
に
対
す
る
恐
怖
を
、
其
心

外
無
法
の
斧
を
破
砕
し
た
り
。

と
そ
の
否
定
的
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
観
音
信
仰
に
基
づ
く

補
陀
落
渡
海
の
習
俗
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
彼
岸
」
へ
の
畏
怖
の
み
な
ら

ず
、
憧
れ
(
欣
求
浄
土
)
と
い
っ
た
矛
盾
す
る
心
情
が
〈
仏
教
侵
来
以
後
の
日
本
〉

に
お
い
て
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ア
ン
ビ
パ
レ

ン
ツ
な
心
情
を
分
析
し
て
、
〈
海
彼
の
原
郷
に
対
す
る
熱
烈
な
思
慕
は
い
ま
だ
か
っ

て
、
日
本
以
外
の
他
の
ど
の
民
族
に
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
、
常
世
の
思
想
は
日
本
独
特
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
〉

と
指
摘
す
る
民
俗
学
者
(
谷
川
健
一
氏
)
も
い
る
。
他
の
著
作
に
お
い
て
も
、
透

谷
は
首
尾
一
貫
し
て
〈
仏
教
侵
来
以
後
の
白
木
〉
思
想
を
柿
同
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
思
想
的
原
質
を
別
の
角
度
か
ら
〈
日
本
的
霊
性
〉
と
し
て
肯
定
的
に

捉
え
た
思
想
家
が
存
す
る
。
そ
れ
は
鈴
木
大
拙
で
あ
る
。
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
〈
日
本

的
霊
性
の
情
性
方
面
に
顕
現
し
た
の
が
、
浄
土
系
的
経
験
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
知

性
方
面
に
出
頭
し
た
の
が
、
日
本
人
の
生
活
の
禅
化
で
あ
る
〉
と
さ
れ
、
そ
れ
は

鎌
倉
時
代
に
結
実
す
る
と
さ
れ
る
o

〈
日
本
的
霊
性
〉
の
主
な
特
徴
に
は
、
〈
直
接

性
て
あ
る
い
は
〈
大
地
生
活
〉
が
あ
る
。
〈
直
接
性
〉
と
は
現
成
公
案
的
な
、
超

越
者
と
人
間
と
が
一
体
と
な
っ
て
現
象
す
る
抑
思
想
を
指
す
。
〈
何
等
の
条
件
の

介
在
な
し
に
、
衆
生
が
無
上
尊
と
直
接
に
交
渉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
元
的
論

理
の
世
界
で
は
不
可
能
率
に
属
す
る
。
そ
れ
を
日
本
的
霊
性
が
、
な
ん
の
こ
だ
わ

り
も
な
く
す
ら
す
ら
や
っ
て
の
け
た
の
で
あ
る
〉
。
ま
た
、
〈
大
地
生
活
〉
と
は
〈
大

地
の
生
活
は
真
実
の
生
活
で
あ
る
、
信
仰
の
生
活
で
あ
る
、
偽
り
を
入
れ
な
い
生

活
で
あ
る
、
念
仏
そ
の
も
の
の
生
活
で
あ
る
〉
と
い
う
徹
底
し
た
現
世
主
義
を
指

す
。
浄
土
へ
の
往
生
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
〈
大
地
〉
を
し
っ
か
り
と
踏
み
し
め

な
が
ら
、
絶
対
他
力
に
よ
っ
て
悟
り
を
ひ
ら
く
の
が
本
義
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
傾
向
性
は
、
透
谷
に
よ
っ
て
〈
実
界
に
の
み
駈
求
す
る

思
想
は
高
速
な
る
思
慕
を
産
ま
ず
〉
と
厳
し
く
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
透
谷
の

思
想
を
的
開
眼
し
た
と
き
に
特
徴
的
で
あ
る
、
〈
心
宮
〉
に
お
け
る
絶
対
的
価
値
の
盛

得
・
「
人
生
に
相
渉
ら
な
い
」
よ
う
な
「
文
学
」
の
可
能
性
の
追
求
と
い
う
所
論
と

そ
れ
ら
と
が
削
師
す
る
の
は
、
〈
ヒ
ュ

l
マ
ニ
チ
l
〉
の
認
識
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
当
否
は
実
に
難
し
い
判
断
を
要
求
さ
れ
る
が
、
と
も
か
く
、
透
谷

の
厳
し
い
批
判
の
目
が
日
本
仏
教
の
思
想
的
伝
統
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
若
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目
し
て
お
く
。

さ
て
、
次
に
検
討
す
べ
き
重
要
な
表
現
は
〈
沙
翁
の
幽
霊
〉
が
〈
主
観
的
願
欲

を
以
て
現
ず
る
に
は
あ
ら
ず
客
観
的
堅
抑
に
よ
っ
て
現
ず
〉
、
〈
自
由
の
意
志
を
以

て
現
ず
る
に
あ
ら
ず
、
自
然
の
傾
と
し
て
現
ぜ
し
も
の
な
り
〉
と
さ
れ
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
〈
願
欲
〉
に
は
〈
デ
ザ
イ
ア
〉

(
H
d
e
s
i
r
e
)
、
〈
堕
抑
〉
に
は

〈
.
フ
レ
ッ
シ
ュ
ア
〉

(
H
P
r
e
s
s
u
r
e
)
と
ル
ビ
が
ふ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
、
言
葉
が
意
識
的
に
選
択
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
〈
主

観
的
制
欲
〉
・
〈
客
観
的
堅
抑
〉
、
〈
自
由
の
意
志
〉
・
〈
自
然
の
傾
〉
の
言
葉
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
対
比
的
に
用
い
ら
れ
、
後
者
が
前
者
を
圧
倒
す
る
形
で
意
味
付
け
さ
れ

て
い
る
。
新
保
氏
は
そ
の
相
互
関
係
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
〈
「
主
観
的
臨

欲
」
と
は
、
何
か
。
そ
れ
は
結
局
、
人
間
の
心
か
ら
出
る
も
の
の
謂
で
あ
る
。
人

聞
の
側
の
領
域
で
あ
る
〉
。
〈
「
客
観
的
堅
抑
」
と
は
、
何
か
。
そ
れ
は
結
局
、
神
の



意
志
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
。

p
r
e
s
s
u
r
e
は、

こ
の
場
合

c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
に
近
い
意
味
で
、
ま
さ
に
神
に
強
制
さ
れ
て
、
圧
さ
れ

て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
「
自
由
の
意
志
」
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
「
自
然

の
傾
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
自
然
の
傾
」
と
は
必
然
性
に
近
い
意
味
で
あ

ろ
う
〉
。
つ
ま
り
、
〈
主
観
的
願
欲
〉
が
人
間
の
〈
自
由
の
意
志
〉
で
あ
り
、
〈
客
観

的
堅
抑
〉
が
神
に
よ
る
〈
自
然
の
傾
〉
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し

か
に
、
透
谷
の
論
理
展
開
か
、
り
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
図
式
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
。
だ
が
、
問
題
は
〈
一
)
〈
客
観
的
堅
抑
〉
が
「
神
の
意
志
」
な
ら
ば
、
透
谷
の

〈
新
教
勃
興
後
の
基
督
教
国
〉
と
〈
仏
教
侵
来
以
後
の
日
本
〉
と
の
比
較
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
そ
れ
は
文
化
相
対
主
義
的
な
性
格
を
持
つ
。
同
様
の
理
由
か
ら
、

〈
自
然
の
傾
〉
も
ま
た
文
化
相
対
主
義
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

「
序
」
で
見
た
よ
う
な
「
原
初
的
な
宗
教
性
」
に
基
づ
い
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
普

遍
的
な
「
世
界
」
の
構
想
と
そ
の
図
式
と
は
、
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
の
か
。
こ

こ
で
は
、
「
自
然
」
傾
向
が
〈
基
督
教
国
〉
に
の
み
存
す
る
と
い
う
点
で
、
論
理
の

巧
妙
な
す
り
替
え
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
(
二
)
透
谷
の
文
学
理
念

に
お
い
て
、
〈
自
由
の
意
志
〉
は
決
し
て
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

〈
他
界
〉
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
強
調
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
『
日
本
文

学
史
骨
」
の
「
第
二
回

精
神
の
自
由
」
(
「
評
論
」
第
二
号
、

一
八
九
三
年
四
月

一
一
一
一
日
)
で
は
、

精
神
は
自
ら
存
す
る
も
の
な
り
、
精
神
は
自
ら
知
る
も
の
な
り
、
精
神
は
自

ら
動
く
も
の
な
り
、
排
出
れ
ど
も
精
神
の
自
存
、
自
知
、
自
動
は
、
人
間
の
内

に
の
み
限
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、
之
を
相
照
応
す
る
も
の
は
他
界
に
あ
り
、
他

界
の
精
神
は
人
間
の
精
神
を
動
か
す
こ
と
を
得
る
べ
し
、
然
れ
ど
も
此
は
人

聞
の
精
神
の
覚
醒
の
度
に
応
ず
る
も
の
な
る
べ
し
。

と
そ
の
〈
照
応
〉
関
係
の
重
要
性
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
そ
の
思
想

的
強
度
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
政
治
上
の
変
造
〉
の
時
代

に
お
い
て
、
所
与
の
価
値
意
識
を
ど
れ
ほ
ど
「
判
断
停
止
」
し
得
る
力
が
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
が
見
定
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

北
川
透
氏
は
、
透
谷
の
〈
他
界
〉
創
出
が
限
り
な
く
苛
酷
な
試
み
で
あ
っ
た
こ

と
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
意
味
付
け
て
い
る
。

〈
他
界
〉
と
は
も
う
一
つ
の
世
界
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
、
死
に
近
い
と
こ
ろ

で
病
理
を
強
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ
を
強
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ

現
出
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
世
界
だ
と
し
て
も
、
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い

て
、
言
い
か
え
れ
ば
、
詩
の
自
由
に
お
い
て
そ
れ
を
夢
み
る
と
き
、
む
ろ
ん
、
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そ
こ
に
救
い
は
な
い
。
み
ず
か
ら
が
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
そ
の
世
界

の
本
質
が
、
〈
他
界
〉
と
し
て
、
共
同
な
る
も
の
の
魔
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、

更
に
号
一
ヲ
へ
は
、
《
客
観
的
堅
抑
》
と
し
て
、
そ
こ
に
現
出
し
て
こ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
詩
が
死
を
引
き
受
け
組
み
伏
せ
る
こ
と
で
詩
と

な
っ
て
い
く
、
詩
の
自
由
の
本
質
が
、
透
谷
の
〈
他
界
〉
の
創
出
の
過
程
に

も
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。
透
谷
が
〈
他
界
〉
の
観
念
と
い
う
こ
と
で
引
き
受

け
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
過
酷
さ
だ
と
思
う
。

死
と
向
き
合
っ
た
「
限
界
状
況
」
で
捻
出
さ
れ
た
〈
他
界
〉
概
念
に
は
、
た
し
か

に
、
透
谷
自
身
の
実
存
性
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
ま
さ
に
、
見
え
ざ

る
「
真
に
現
実
的
な
も
の
」
を
言
語
化
し
よ
う
と
格
闘
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
現
実
性
を
欠
く
と
い
う
こ
と
は
、
透
谷
の
思
想
に
対
す
る
内
在
的
批
判

と
し
て
、
あ
ま
り
有
意
義
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
他
界
〉
と
い
う
概
念
に
示
さ



れ
る
よ
う
な
透
谷
の
文
学
理
念
は
、
現
実
そ
の
も
の
の
改
革
よ
り
も
、
現
実
の
見

え
方
、
あ
る
い
は
現
実
の
あ
ら
わ
れ
方
に
対
す
る
態
度
変
更
を
要
求
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
そ
、
「
人
生
に
相
渉
ら
な
い
」
表
現
行
為
の
本
来
的
意
義

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
〈
他
界
〉
論
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

理
解
の
特
徴
に
つ
い
て
い
え
ば
、
概
し
て
「
救
済
」
論
の
側
面
が
弱
い
と
見
ら
れ

が
ち
な
透
谷
の
一
面
が
、
こ
の
〈
他
界
〉
論
に
お
い
て
柿
わ
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
「
真
に
現
実
的
な
も
の
」
を
〈
他
界
〉
と
の
照
応
に
よ
っ
て
発
見

し
た
こ
と
、
そ
の
発
見
に
お
い
て
宗
教
的
救
済
が
行
な
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
〈
内
部
の
生
命
は
千
古
一
様
に
し
て
、
神
の
外
は
之
を
動
か
す

こ
と
能
は
ざ
る
な
り
〉
と
い
う
発
見
は
、
〈
立
な
る
現
実
性
の
発
見
も
ま
た
、
宗
教

的
救
済
の
意
義
を
も
っ
。
な
ぜ
な
ら
真
に
現
実
的
な
も
の
と
は
、
人
間
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
聞
が
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
現
実
的
な
ら
の
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
経
験
こ
そ
「
信
仰
」
だ
か
ら
で
あ
る
〉

と
い
う
ド
イ
ツ
近
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
「
救
済
」
論
と
も
通
底
す
る
も
の

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
透
谷
の
「
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
」
の
認
識
は
、
以

下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
や
は
り
不
十
分
な
点
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。透

谷
は
〈
欧
州
諸
国
に
行
は
る
、
詩
想
は
日
本
に
求
む
べ
か
ら
ず
、
菩
美
な
る

も
の
に
対
す
る
観
念
も
醜
忠
な
る
も
の
に
対
す
る
制
念
も
、
中
心
を
有
せ
ず
、
焦

点
を
有
せ
ざ
る
が
故
に
、
遠
大
高
深
な
る
鬼
神
を
詩
想
中
に
産
み
出
す
事
を
何
時
ざ

る
な
り
〉
と
断
言
す
る
。
西
欧
文
化
に
お
け
る
〈
一
神
教
〉
が
持
つ
と
い
う
〈
中

心
〉
・
〈
焦
点
〉
こ
そ
、
日
本
の
思
想
的
伝
統
に
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

透
谷
の
論
理
は
明
確
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
〈
我
文
学
を
繊
細
巧
妙
に
な
ら
し
め
て

崇
高
壮
位
に
な
ら
し
む
る
能
は
ざ
り
し
も
の
必
覚
す
る
に
他
界
の
観
念
な
く
し

て
、
接
近
せ
る
も
の
に
の
み
寄
想
し
た
れ
ば
な
り
〉
と
い
う
主
張
も
産
ま
れ
て
く

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
、
そ
の
論
理
的
妥
当
性
に
つ
い
て
、
、
あ
え
て
疑
問
を
呈
し
た

L 、。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
、
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
い
る
の
は
、
カ
ー

ル
・
ヤ
ス
パ

l
ス
(
一
八
八
三

1
一
九
六
九
年
)
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ

l
ス
は
、
二

十
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
提
起
す
る
機
械
文
明
や
大
衆
社
会
の
病
理
、
と
く

に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
価
値
転
換
期
の
思
想
的
危
機
に
対
し
、
深
い
省
察
を

な
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
実
証
主
義
的
な
科
学
へ
の
過
信
を
符
告
し
、
恨
源

的
な
不
安
に
さ
ら
さ
れ
た
人
間
の
非
合
理
性
に
若
目
し
な
が
ら
、
存
在
の
本
来
的

問
時
態
を
解
明
す
る
「
実
存
哲
学
」
を
展
開
し
た
。
そ
の
著
書
『
悲
劇
論
』
(
一
九
五

二
年
)
で
は
、
「
限
界
状
況

(
G
r
e
n
z
s
i
t
u
a
t
i
o
n
)
」
に
お
か
れ

た
人
間
存
在
の
「
実
存
開
明
」
の
手
立
て
と
し
て
「
悲
劇
」
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
悲
劇
」
は
苦
悩
一
般
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間

の
営
み
の
善
意
・
成
功
の
さ
な
か
に
あ
る
逃
れ
ら
れ
ぬ
挫
折
に
お
い
て
、
挫
折
を

生
ぜ
し
め
る
何
も
の
か
に
対
す
る
府
烈
な
弾
劾
、
挫
折
を
通
し
て
得
ら
れ
る
不
知

の
知
に
よ
る
超
越
の
働
き
、
そ
れ
に
よ
る
解
脱
、
こ
う
し
た
も
の
に
よ
っ
て
間
然

と
し
て
織
り
成
さ
れ
る
の
が
「
悲
劇
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
悲
劇
」
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
分
析
さ
れ
る
。

人
間
の
恨
本
経
験
は
い
ず
れ
も
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
限
り
、
悲
劇

的
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
罪
は
解
脱
の
き
っ
か
け
で
あ
る
と
こ
ろ
の
幸
福

な
罪
に
転
ず
る
。

ユ
ダ
の
裏
切
り
が
、
す
べ
て
信
ず
る
者
の
至
福
の
根
源
と

も
い
う
べ
き
キ
リ
ス
ト
の
殉
死
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
が
こ
の
世

の
中
で
の
挫
折
・
難
破
の
最
も
深
刻
な
象
徴
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
キ

リ
ス
ト
は
い
さ
さ
か
も
悲
劇
的
で
な
く
、
挫
折
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
も
洞
察



を
も
ち
、
何
も
の
か
を
充
足
さ
せ
、
完
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
「
罪
」
は
「
神
」
の
「
赦
し
」
を
得
る
た
め
の
恵
み
で
あ
る
と
い
う
逆

(
初
)

説
的
な
「
救
済
」
観
が
キ
リ
ス
ト
教
に
は
あ
る
。
湯
浅
慎
一
氏
に
よ
れ
ば
、
〈
キ
リ

ス
ト
教
の
受
難
お
よ
び
死
は
、
罪
人
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
の
思
寵
が
も
た
ら
す
出

来
事
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
自
己
の
苦
し
み
、
病
気
、
死
を
キ
リ
ス
ト
の

受
難
お
よ
び
死
に
、
意
向
に
お
い
て
参
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
謝
し
、
罪
の

赦
し
を
願
う
。
苦
、
病
気
、
死
は
こ
の
よ
う
に
、
神
と
人
間
と
の
出
会
い
の
場
、
対

話

(
W
o
r
t
-
A
n
t
w
o
r
t
〈
K
・
バ
ル
ト
〉
)
で
も
あ
る
〉
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
救
済
」
観
の
も
と
で
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
い
う
〈
悲
劇
的
な
知
〉
、

つ
ま
り
、
〈
真
実
も
現
実
も
分
裂
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
分
裂
し
た
も
の
が
協
力

直す
視れ
すば
る有
の無
が相
悲通

開日
t.i. 衝
知突
です
あれ
るii~;f 
'V'~闘

と争
いカパ
つ也
仇;l;;蚤舟旬 、，

草生
野逃
吾刃 が

謡や
は 2
作付

伊去
を堕
L;喜

そ
れ
ゆ
え
「
キ
リ
ス
ト
教
的
悲
劇
」
は
決
し
て
成
立
し
な
い
と
結
論
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
〈
多
神
教
〉
的
世
界
の
方
が
む
し
ろ
「
神
々
の
闘
い
」

と
し
て
の
「
悲
劇
」
に
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

真
実
が
真
実
に
対
抗
し
て
い
て
、
お
の
れ
の
正
義
に
立
脚
し
て
不
正
と
闘
う

だ
け
で
な
く
、
別
な
真
実
に
立
脚
す
る
別
な
正
義
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

調
整
の
で
き
な
い
対
立
が
存
在
す
る
が
ゆ
え
に
、
悲
劇
性
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
多
く
の
神
々
に
対
す
る
奉
仕
と
い
う
形
で
神
話
的
に
表
現
さ

れ

一
方
の
神
に
仕
え
れ
ば
、
他
方
の
神
へ
の
奉
仕
が
害
わ
れ
た
り
全
然
不

可
能
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
ふ
う
に
描
き
出
さ
れ
る
に
せ
よ
、
或
は
対
立

が
普
遍
的
な
具
体
的
な
解
釈
を
加
え
ら
れ
ず
に
、
実
存
と
実
存
と
の
闘
い
と

し
て
観
念
さ
れ
る
も
の
に
せ
よ
、
人
間
の
現
実
存
在
の
本
質
特
性
と
か
精
神

と
か
実
存
と
か
い
う
も
の
が
連
帯
的
な
共
同
関
係
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
互

い
に
相
容
れ
な
い
闘
争
の
関
係
に
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
両
者

(
包
)

一
致
し
た
点
で
あ
る
。

実
際
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
自
己
矛
盾
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
今
日
の
時
代
状
況
を

考
え
る
と
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
論
理
に
は
首
肯
さ
せ
ら
れ
る
点
も
多
い
。
ひ
る
が
え

っ
て
透
谷
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
」
の
追
究
不
足
で
あ
っ
た
こ

と
も
否
め
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
に
拘
泥
せ
ず
、
歴
史
的
制
約
の
も
と
で
な

さ
れ
た
有
意
味
な
達
成
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
の
が
今
日

の
わ
れ
わ
れ
の
責
務
で
あ
ろ
う
。

結

(
お
)

透
谷
の
〈
他
界
〉
論
を
自
己
の
研
究
の
〈
先
蹴
〉
と
位
置
付
け
る
百
川
敬
仁
氏

説は
の、

鹿尖
栴間
刀?の

血昔
前性
、 71、も

ん具
L 界
の丸
小品
詞子
かと
あ(し
ろ包た

よ議
. .で
つ 怠
書z
宅、 E
R と

異ラ
界レ
〉ル
のに
仮小

-6ー

梢
と
同
時
に
共
同
体
が
編
成
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

異
界
と
は
、
要
す
る
に
、
人
間
相
互
の
先
験
的
な
「
畏
れ
」
を
一
手
に
ひ
き

う
け
る
か
た
ち
で
人
間
の
集
団
か
ら
疎
外
さ
れ
る
ヌ
ミ
ノ

l
ゼ

(
R
・
オ
ッ

ト
l
『
聖
な
る
も
の
」
)
を
帯
び
た
空
間
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
空
間
H
異
界

の
成
立
と
相
互
的
に
人
間
集
団
は
柿
造
化
さ
れ
て
共
同
体
と
な
る
。
同
時
に

い
わ
ゆ
る
「
人
間
」
が
出
現
す
る
。
た
だ
し
、
私
た
ち
が
す
で
に
人
間
で
あ

る
か
ら
に
は
、
こ
の
構
造
化
以
前
の
状
態
と
い
う
も
の
は
、
原
理
的
に
考
え

〔
お
)

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。

百
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
〈
人
間
相
互
の
先
験
的
な
「
畏
れ
」
〉
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
l
化
に
共
同
体
の
根
源
が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー



化
に
「
文
学
」
成
立
の
手
が
か
り
も
存
し
て
い
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
で
は
、
考

察
の
対
象
と
し
て
、
「
原
初
的
な
宗
教
性
」
の
実
在
性
の
問
題
で
は
な
く
、
「
原
初

的
な
宗
教
性
」
が
「
自
然
な
」
も
の
と
し
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
化
さ
れ
る
危
険
性
に

つ
い
て
取
り
上
げ
て
き
た
の
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
他
界
に
対
す
る
観
念
」

に
お
け
る
「
普
遍
」
化
の
す
り
替
え
で
あ
る
。
「
原
初
性
」
に
よ
る
普
遍
的
な
〈
世

界
〉
開
示
が
理
念
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
多
神
教
〉
(
日
本
文
化
)
か

ら
〈
一
神
教
〉
(
西
欧
文
化
)
へ
と
、
文
化
的
価
値
が
よ
り
高
次
に
発
展
す
る
と
い

う
図
式
に
、
普
遍
性
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
西
欧
文
化
を
規
範
的
当
為
と
し

て
捉
え
る
観
点
か
ら
の
「
普
遍
」
化
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
普

遍
」
化
の
手
続
き
を
経
た
〈
他
界
〉
の
仮
構
は
、
「
認
識
論
」
的
に
有
効
な
も
の
で

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
存
在
論
」
的
に
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
何
よ
り
も

ま
ず
、
ど
れ
ほ
ど
、
自
己
「
救
済
」
の
可
能
性
を
期
待
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
は
、
自
己
の
根
本
的
な
態
度
変
更
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
中
心
〉
・

〈
焦
点
〉
と
い
う
超
越
論
的
な
絶
対
価
値
を
追
及
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
限
界

状
況
」
か
ら
の
超
越
の
試
み
と
し
て
意
義
深
い
。
そ
の
積
極
性
こ
そ
、
透
谷
の
面

目
躍
如
た
る
部
分
で
あ
る
。
だ
が
、
(
『
楚
囚
之
詩
』
や
『
蓬
莱
曲
』
の
結
末
の
弱

さ
に
窺
え
る
よ
う
に
)
透
谷
の
「
救
済
」
に
対
す
る
思
念
は
徹
底
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
。
「
限
界
状
況
」
か
ら
の
超
越
を
繰
り
返
す
と
同
時
に
、
観
念
的
な
「
普
遍
」

化
を
排
し
な
が
ら
実
践
さ
れ
る
「
実
存
」
の
闘
い
を
継
続
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
こ

そ
透
谷
の
「
悲
劇
」
の
可
能
性
が
存
し
た
は
ず
で
あ
る
。
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論
文
中
の
引
用
で
、
注
の
な
い
も
の
は
『
明
治
文
学
全
集
』
(
筑
摩
書
房
)
か

ら
行
っ
て
い
る
o

k
・
ヤ
ス
パ

l
ス
の
引
用
は

(
Eユ
』
自
宮
門
的

H
5
Z円

己

印

印

叶

E
E
R
Z
-
Zロロロ
Eg--∞m
N
・司・

2
宮
門
貯
門
0

・
)
(
橋
本
文
夫
訳
、
一
九

六
O
年
四
月
、
理
想
社
)
か
ら
で
あ
る
。

(
l
)
 

『
北
村
透
谷
と
国
木
田
独
歩
』
(
一
九
九

O
年
十
二
月
、
近
代
文
芸
社
、
二

ムハ
Z
良
)

(
2
)
 

「
他
界
に
対
す
る
観
念
・
内
部
生
命
論
」
、
『
透
谷
と
近
代
日
本
』
所
収
(
一

九
九
四
年
五
月
、
翰
林
書
房
、
三
五
九
頁
)

(
3
)
 

「
透
谷
に
お
け
る
『
他
界
』
」
(
「
文
学
」
、
一
九
九
四
年
四
月
、
岩
波
書
応
、

十
三
頁
)

(
4
)
 

同
右
、
二
四
頁

(
5
)
 

柳
父
章
『
翻
訳
の
思
想
|
|
「
自
然
」
と
N
A
T
U
R
E
l
-」
(
一
九

七
七
年
七
月
、
平
凡
社
)
参
照

(6) 

「
透
谷
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
評
論
の
受
容
に
つ
い
て
」
(
「
国
語
国
文
」

-7一

第
五
六
一
号
、

一
九
八
一
年
五
月
、

一
1
二
十
頁
)

(
7
)
 

『
日
本
近
代
詩
歌
史
』
(
一
九
八
五
年
十
一
月
、
東
京
大
学
出
版
会
、
九

四
頁
)

(8) 

『
常
世
論
|
|
日
本
人
の
魂
の
ゆ
く
え
|
i
」
(
一
九
八
九
年
十
月
、
講

談
社
、
四
四
頁
)

谷
川
氏
は
〈
常
世
〉
観
の
微
妙
な
歴
史
的
変
還
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る

日
本
人
は
死
後
の
魂
の
住
む
場
所
を
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
な

か
っ
た
。
そ
こ
は
明
暗
を
わ
か
ち
が
た
い
薄
明
の
世
界
で
あ
り
、
死
は

再
生
を
約
束
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
常
世
は
、
そ

こ
に
住
む
祖
霊
が
子
孫
で
あ
る
こ
の
世
の
人
び
と
を
い
つ
く
し
み
に
み

ち
た
日
で
見
守
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
最
初
か
ら
あ
っ



た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
は
じ
め
は
荒
々
し
い
力
を
も
っ
た
死
後
の
霊
魂

が
住
ん
で
い
る
と
想
定
さ
れ
、
普
き
も
の
も
悪
し
き
も
の
も
常
世
か
ら

く
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
常
世
を
ひ
か
り
ま
ば
ゆ
い
楽

土
と
み
な
し
、
常
世
に
住
む
も
の
は
慈
愛
に
み
ち
た
祖
霊
と
い
う
ふ
う

に
考
え
を
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
後
代
に
な
っ
て
純
化

さ
れ
、
浄
化
さ
れ
た
考
え
で
あ
る
。
私
が
折
口
の
「
暗
い
冥
府
」
に
反

対
し
な
が
ら
、
手
放
し
の
「
明
る
い
常
世
」
に
同
調
で
き
な
い
の
は
そ

の
た
め
で
あ
る
。

(
同
右
書
、
二
六

O
;一
一
六
一
目
)

(
9
)
 

『
日
本
的
霊
性
」
(
一
九
七
二
年
十
月
、
岩
波
書
居
、
二
四

1
二
五
百
)

(
叩
)

同
右
、
二
五
頁

(
日
)

同
右
、
九
四
頁

(ロ)

透
谷
を
論
じ
る
者
は
、
そ
の
「
近
代
」
的
性
格
の
評
価
(
あ
る
い
は
、
そ

れ
か
ら
の
転
落
の
凄
惨
さ
)
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日

の
わ
れ
わ
れ
の
責
務
は
、
ま
ず
「
近
代
」
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
十
分
に
検

討
し
、
そ
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
透
谷
を
再
評
価
す
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
あ
る
見
方
に
立
っ
て
逆
説
的
に
い
え
ば
、
等
質
的
社
会
を
目
指

す
「
近
代
」
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
規
格
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
を
差
異

化
し
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
進
展
す
る
運
動
体
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ

か
ら
転
落
す
る
の
は
、
む
し
ろ
必
然
な
の
で
あ
る
。

M
・フ
l
コ
ー
は
そ
の

経
緯
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
規
格
化
を
お
こ
な
う
権
力
は
等
質
性
を
強
制
す
る

が
、
他
国
そ
れ
は
逸
脱
を
測
定
し
た
り
水
準
を
規
定
し
た
り
特
性
を
定

め
た
り
、
差
異
を
相
互
に
調
整
し
つ
つ
有
益
に
し
た
り
可
能
に
す
る
こ

と
で
、
個
別
化
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
規
格
を
旨
と
す
る
権
力
は
、

絶
対
的
な
均
等
を
め
ざ
す
或
る
体
系
の
な
か
で
は
機
能
し
や
す
い
と
い

う
の
は
納
得
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
の
権
力
は
、
或
る
等

質
性
が
規
別
で
あ
る
そ
の
内
部
へ
、
或
る
尺
度
の
有
誌
な
要
請
な
ら
び

に
結
果
と
し
て
、
問
別
的
な
差
異
の
す
べ
て
の
ぼ
か
し
を
導
入
す
る
か

ら
で
あ
る
。

(
児
)

(
『
監
獄
の
誕
生
』
、
田
村
似
訳
、
一
九
七
七
年
九
月
、
新
潮
社
一
八
七
百
)

〈3
)
と
同
書
、
十
三
百

(
比
)

『
北
村
透
谷
試
論
E

内
部
生
命
の
砦
』
(
一
九
七
六
年
九
月
、
冬
樹
社
、

一
三
一
頁
)

(
日
)

鏑
木
政
彦
「
根
源
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
|
|
初
期
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
政

治
思
想
|
|
」
(
「
思
想
」
、

-8ー

一
九
九
三
年
九
月
、
岩
波
書
臣
、
九
二
頁
)

(
回
)

『
哲
学
事
典
』
(
一
九
七
一
年
四
月
、
平
凡
社
、

一
四

O
六
百
)
参
照

水
垣
渉
氏
に
よ
れ
ば
、
ヤ
ス
パ

l
ス
の
「
限
界
状
況
」
と
は
、
〈
日
常
性

(
げ
)

は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
処
理
可
能
な
状
況
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
か
っ
て

は
処
理
可
能
で
あ
っ
て
も
、
処
理
不
可
能
な
状
視
は
つ
ね
に
残
り
、
そ
こ
に

お
い
て
人
聞
が
状
況
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
。
状
況
の
う
ち
に

あ
る
こ
と
が
限
界
状
況
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
〉
と

説
明
さ
れ
る
(
『
倫
理
学
と
は
何
か
』
、
一
九
八
九
年
十
二
月
、
勤
草
書
房
、
二

四
八
頁
)

(
児
)

『
悲
劇
論
」
「
訳
者
あ
と
が
き
」
(
橋
本
文
夫
訳
、

一
九
六

O
年
四
月
、
理

想
社
、

一
二
六
頁
)
参
照

(回〉

同
右
、
二
八

1
二
九
頁

(
却
)

『
生
命
倫
理
の
現
在
」
(
一
九
八
九
年
六
月
、
世
界
思
想
社
、
二
四
頁
)



(
幻
)

(
出
)
と
同
書
、
三
七
頁

(
辺
)

同
右
、

一
一
一

1
二

二

頁

(
お
)

『
「
物
語
」
と
し
て
の
異
界
』
(
一
九
九

O
年
一
月
、
砂
子
屋
書
一
回
、
八
九

頁

(
包
)

同
右

(
お
)

同
右
、
八
八
頁

(
付
記
)
本
稿
は
第
六
回
北
村
透
谷
研
究
会
(
透
谷
没
後
百
年
記
念
全
国
大
会
、

九
九
四
年
六
月
四
日
、
於
一
上
智
大
学
)
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。
発
表
に
あ
た
り
、
多
く
の
方
々
に
御
配
慮
を
国
き
、
さ
ら
に
有

意
義
な
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

(
お
に
し

や
す
み
つ
)

-9ー


