
「
絹
と
明
一
在

「
月
湘
一
壮
一
純
一
芭

「
天
人
五
衰
」

• 

ー
必
識
を
越
え
る
も
の
の
お
象
に
つ
い
て

l

〔
は
じ
め
に
]

附
和
三
十
八
年
か
ら
三
十
九
年
に
か
け
て
の
三
島
由
紀
夫
の
創
作
活
動
は
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
時
期
の
三
島
由
紀
夫
は
後

に
短
編
集
コ
ニ
熊
野
詣
』
に
お
さ
め
ら
れ
る
四
本
の
短
編
と
長
編
叶
絹
と
明
察
』

(
昭
和
三
十
九
年
一
月
3
十
月

は
個
別
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、

叶
群
像
」
連
載
)
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

そ
の
連
関
と
そ
の
後
に
書
か
れ
た
彼
の
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
「
豊
践
の
海
』
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

古
品
ゃ
ん
、

「
盟
障
の
海
』
の
ラ
ス
ト
が
変
わ
っ
た
と
さ
れ
る
問
題
、
さ
ら
に
は
遺

作
で
あ
る
作
品
の
常
と
し
て
三
島
由
紀
夫
の
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
エ
コ
ー
が
聞
か

れ
る
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
ま
た
椋
々
に
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、

そ
の
直
前
の
作
品
群
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
十
分
に
追
求
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
は
、
そ
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
、

叶
豊
鰻
の
海
』
第
四
部
の
「
天
人
五
衰
』

に
描
か
れ
た
「
滝
」

「
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
す
で
に
「
三
熊
野
詣
』
に
収
め
ら

れ
た
短
編
『
月
満
荘
締
諦
』
と
『
絹
と
明
察
』
に
「
す
べ
て
を
収
飲
す
る
水
」
と

し
て
そ
の
予
兆
が
字
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
絹
と
明
察
』
は
他
作
品
と

の
連
続
性
の
な
か
で
捉
え
た
と
き
、
初
め
て
そ
の
象
徴
性
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

;t:Y(J 

神U'i

首ー

tfT 

を
論
じ
る
。

そ
の
象
徴
性
と
は
、

ソ
絹
と
明
察
』
の
ー
す
べ
て
を
収
赦
す
る
水
」

「
駒
沢
の

肌
の
色
」
が
示
す
相
対
性
の
原
理
の
象
徴
性
で
あ
り
、

の
空
気
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
「
水
」
は
「
天
人
五
袋
』
の
三
階
」
に
お
い
て
は
、

唯
識
論
の
論
理
を
か
り
た
形
で
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
生
成
の
原
理
と
そ
の
背
後
の
不

「
絹
と
明
祭
』
で
は
時
代

po 
po 

吋
視
の
も
の
に
よ
る
制
御
が
強
調
さ
れ
た
、

よ
り
形
而
上
学
的
な
性
質
を
強
め
た

も
の
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
る
。
そ
し
て
叶
豊
障
の
海
』
の
背
後
に
あ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
隠
愉
的
に
描
か
れ
た
「
唯
識
論
の
論
理
」
は
「
天
人
五
袋
』
の
終
結
部

で
綾
倉
聡
子
の
言
葉
を
借
り
た
形
で
そ
の
表
象
性
(
描
く
こ
と
も
認
識
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
)
そ
の
も
の
を
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
「
否
定
」
は
、
最
終
的
に
表
象
・

認
識
を
否
定
す
る
論
理
H

唯
識
を
小
説
と
い
う
表
象
の
中
に
組
み
入
れ
、
プ
ロ
ツ

卜
と
そ
の
論
理
を
展
開
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
並
行
し
て
描
く
こ
と
で
、
作
品
に
忠
実

に
読
ん
だ
読
者
を
解
釈
不
能
性
に
追
い
こ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
作
家
の
〈
戦
略
〉

を
示
し
て
い
る
。
本
稿
は
さ
ら
に
そ
の
八
戦
略
V
を
解
明
し
た
う
え
で
か
つ
そ
の

不
可
能
性
を
立
証
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

岡
野
の
政
治
哲
学



-
絹
と
明
・
鋲
』
の
主
人
公
は
岡
野
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
彼
は
自
分
で
は
伺
一

つ
行
動
を
起
こ
さ
な
い
。
常
に
他
人
に
行
動
さ
せ
、
彼
ら
が
挫
折
す
る
の
を
楽
し

む
。
そ
し
て
そ
の
挫
折
の
現
場
に
い
つ
も
「
た
ま
た
ま
」

(
1
7
 
P
7
3
)
居

合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
岡
野
は
も
と
も
と
存
在
の
不
嬰
の
姿
を
好
か
」
ず
、

-， 

人
間
に
し
て
も
、
社
舎
に
し
て
も
、
時
代
に
し
て
も
」

「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
控
容
が

必
要
」

-， 

(
P
8
4
)
だ
と
す
る
。

「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
神
な
き
神
秘
主
義
」

重
底
の
哲
学
」
は
「
た
だ
の
行
動
」
を
「
し
た
た
か
に
昧
わ
い
直
し
て
楽
し
む
」

た
め
の
「
思
想
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
て
岡
野
は
「
際
限
の
な
い
地
平
線
へ
の

あ
こ
が
れ
」
へ
と
「
人
間
ど
も
を
鼓
舞
」
し
、

「
地
平
線
へ
向
か
っ
て
走
ら
せ
る
」

の
で
あ
る

(
P
1
3
2
)
。

無
論
、
岡
野
は
「
際
限
の
な
い
地
平
線
へ
の
あ
こ
が
れ
」
な
ど
と
い
う
も
の
が

実
際
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
は
「
な
い
も
の
」
を
顕
彰
し
、
そ

れ
に
向
か
っ
て
人
々
を
鼓
舞
し
、
走
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
あ
り
も
し
な
い
「
理
想
」

や
「
起
源
」
を
担
造
し
、
そ
こ
へ
の
回
帰
を
説
き
、
人
々
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
。

極
め
て
巧
妙
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
撮
作
の
雛
形
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
岡
野
の
い
う
「
二
重
底
の
哲
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

裏
側
か
ら
行
為
を
補
填
し
、
そ
の
真
意
が
他
人
に
は
見
え
な
い
も
の
と
し
て
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
二
重
底
の
哲
学
」
の
法
皇
た
る
岡
野
は
挫
折
し
倒
れ
た
人
々
の

死
々
累
々
た
る
あ
り
さ
ま
を
眺
め
、
己
れ
の
快
楽
を
「
収
穫
」

(
P
1
3
2
)
す

る
。
実
際
、
こ
の
作
品
中
で
岡
野
は
労
働
争
議
を
背
後
で
画
策
し
、
人
々
の
挫
折

と
敗
北
を
満
喫
す
る
の
で
あ
る
。

公
正
明
大
な
情
緒
の
持
ち
主
」

そ
の
政
治
的
策
略
は
、

「
無
意
味
な
根
深
い

(
P
1
3
9
)
、
「
自
ら
意
識
し
な
い
や
う
な
完

全
な
偽
善
」

(
P
1
4
9
)
者
で
あ
る
駒
沢
善
次
郎
を
敗
北
さ
せ
る
た
め
に
行
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
岡
野
が
駒
沢
に
対
し
、

「
自
分
が
一
度
も
さ
う
い
ふ
「
公
然
た
る
怪
物
』

に
な
り
え
な
か
っ
た
こ
と
」
に
由
来
す
る
あ
る
種
の
引
け
目
を
感
じ
て
い
る
存
在

と
し
て
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
の
時
岡
野
は
、

「
心
の
萎
え
た
と
き
に
必
ず
彼
を
襲
ふ
あ
の
爽
や
か
な
留
保
、

ヘ
ル
ダ
ア
リ
ン
の
頻
聾
す
る
『
し
か
し
(
ア
l
パ

l
)
」
」
を
感
じ
る
。
そ
し
て

ー
し
か
し
海
は
記
憶
を
奪
い
去
り

E
つ
は
与
え
る
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
、
そ
れ
へ

の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
「
海
は
故
郷
へ
の
追
想
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
そ

の
富
裕
を
展
開
す
る
」
と
い
う
註
を
思
う
。

彼
は
背
後
の
仕
掛
け
人
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
々
に
畏
敬
さ
れ
る
(
ま
た
憎
ま

(
P
2
5
5
)
 

れ
軽
蔑
さ
れ
る
)
怪
物
足
り
え
な
い
。
表
舞
台
に
出
た
が
最
後
、
す
な
わ
ち
「
演

出
H

上
演
」
で
は
な
く
「
代
表
H

上
演
」
し
た
が
最
後
、
彼
の
存
在
価
値
は
失
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
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彼
に
は
帰
る
べ
き
「
故
郷
」
が
ど
こ
に
も
な
い
。

「
海
は
記

憶
を
奪
い
去
り

E
つ
は
与
え
る
」
と
ヘ
ル
ダ
ア
リ
ン
は
歌
う
が
、
彼
の
前
に
広
が
っ

て
い
る
の
は
寸
海
」
で
は
な
く
、
薄
汚
れ
た
湖
、
琵
琶
湖
で
あ
る
。
野
口
武
彦
の

言
を
借
り
れ
ば
、

「
琵
琶
湖
も
彦
根
械
も
、
岡
野
の
先
験
的
な
故
郷
殴
失
の
証
を

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
」

(1)

の
で
あ
る
。

彼
は
す
で
に
故
郷
の
「
記
憶
」
を
簿
わ
れ
て
お
り
、
自
分
で
は
信
じ
て
い
な
い

ー
際
限
の
な
い
地
平
線
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
人
々
に
示
す
の
で
あ
る
。
た
だ
「
記

憶
を
奪
い
去
り
E
つ
は
与
え
る
」
海
と
い
う
の
は
何
か
に
似
て
い
な
い
か
。
ま
さ

し
く
こ
れ
は
人
々
の
記
憶
を
奪
い
(
洗
脳
し
)
別
の
記
憶
(
演
出
プ
ラ
ン
)
を
与

え
る
政
治
的
演
出
家
の
隠
喰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
こ
の
「
海
」
は
ヘ
ル

ダ
l
リ
ン
の
文
脈
、
ま
た
は
ハ
イ
デ
ガ
l
の
注
釈
を
も
離
れ
た
独
自
の
意
味
を
与

「
海
」
は
岡
野
を
越
え
る
政
治
的
演
出
家
の
喰
で
あ
り
、
自
己

え
ら
れ
て
い
る
。



の
政
治
戦
略
を
越
え
た
力
学
の
暗
示
と
し
て
あ
る
。
こ
の
「
海
」
は
作
品
の
最
後

で
岡
野
の
前
に
「
す
べ
て
を
収
倣
す
る
水
音
」
と
し
て
回
帰
し
て
く
る
こ
と
と
な

る

山
由
市
高
と
世
俗
l

「
政
治
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

-

切

ポ

A'

園、

J
J
ふ
J

そ
の
前
に
、
岡
野
に
と
っ
て
の
「
詩
」

「
政
治
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
の
詩
は
、
彼
に
と
っ
て
の
政
治
で
あ
る
「
い
つ

も
あ
い
ま
い
な
、

そ
れ
で
ゐ
て
、
破
壊
的
な
野
心
」

(
P
1
3
9
)
と
同
一
の
も

の
で
あ
り
、
彼
の
「
ヘ
ル
ダ
ア
リ
ン
」
は
、

「
蝿
の
交
尾
」
の
よ
う
な
「
彼
の
生

き
る
た
つ
き
」

(
P
9
2
)
と
「
一
し
よ
く
た
」
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
杉
本
和
弘
は
「
岡
野
が
決
し
て
安
定
し
た
場
所
に
自
己
を

置
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
芝

と
評
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
は

ど
ち
ら
で
も
な
い
領
域
で
の
宙
づ
り
と
い
う
別
の
安
定
性
を
有
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。

つ
ま
り
岡
野
に
と
っ
て
は
「
崇
高
」

(
詩
、
文
学
)
な
だ
け
で
も
「
破
溺
的
な

野
心
」

(
政
治
)
な
だ
け
で
も
い
け
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
常
に
「
詩
」

H

「政

治
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
混
在
が
彼
を
文
学
で
も
政
治
で
も
な
い
「
間
」

の
領
域
に
宙
づ
り
に
す
る
。
こ
の
中
間
地
点
で
彼
は
ど
ち
ら
の
領
域
に
対
し
て
も

優
位
性
を
保
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
野
口
武
彦
は
「
文
学
の
政
治
化
と
政
治
の
文

学
化
」

{
3
)

と
し
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
分
析
の
方
が
お
そ
ら
く
正
確
だ
ろ
う
。

「
崇
高
」

る
中
間
領
綾

τ長
TJ. 、
台文
ルて~
J 寸与
ー「、J

茎で
支あ
厳 q
花ぞ
とソ
rKT --， 

活樫

受君
主詮 な

化野
」心
を」
フ
イ

ツ

プ

(
政
治
)
で
あ

ラ
ク
l
ラ
バ
ル
ト
は
「
政
治
的
な
も
の
」
の
「
厳
密
な
意
味
で
の
虚
構
」

{
4
)

と

呼
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
そ
れ
は
政
治
を
作
品
化
す
る
と
い
う
意
味
で
「
文
学
」
で

あ
り
、

そ
の
「
作
品
」
を
最
も
美
し
く
、
ゆ
え
に
反
論
で
き
な
い
強
制
的
で
破
犠

的
な
も
の
と
し
て
「
野
心
的
に
」
利
用
す
る
点
で
「
政
治
」
な
の
で
あ
る
。

ー「

総

合
的
芸
術
作
品
」

(
ラ
ク
l
ラ
バ
ル
ト
)
と
し
て
の
政
治
に
お
い
て
は
す
べ
て
は

筋
書
き
通
り
進
行
し
、
そ
こ
で
の
「
理
想
」

(
「
際
限
の
な
い
地
平
線
へ
の
あ
こ

が
れ
」
、

ハ
イ
デ
ガ
l
的
に
い
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
の
理
想
化
と
癒
着
し
た
ゲ
ル
マ
ン

民
族
の
絶
対
的
優
位
)
は
実
際
に
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
政
治
的
装

置
と
し
て
強
力
に
作
動
す
る
の
で
あ
る
。

岡
野
は
そ
の
意
味
で
の
「
総
合
的
芸
術
作
品
」
が
偽
物
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
。
彼
は
他
人
に
は
虚
構
と
化
し
た
政
治
(
崇
高
)
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
与
え
、
自

分
は
そ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が

h

虚
構
で
あ
る
事
、
崇
高
で
も
な
ん
で
も
無
い
こ
と
(
蝿
の
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交
尾
)
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
優
位
の
中
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
優
位
が
域
れ
る
瞬
間
が
最
後
に
訪
れ
る
。
小
説
の
ラ
ス
ト
、
岡
野
が

駒
沢
の
死
に
直
面
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
帰
郷
」
の
詩
は
先
ほ
ど
触
れ
た

よ
う
な
別
の
意
味
合
い
を
示
す
こ
と
と
な
る
。

杉
本
和
弘
は
前
述
の
「
『
絹
と
明
察
』
の
「
日
本
」
」
の
な
か
で
、

『
絹
と
明

祭
』
に
お
い
て
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
『
帰
郷
』
が
引
用
ま
た
は
言
及
さ
れ
た
五
つ
の

箇
所
を
検
討
し
た
後
、
そ
の
五
番
目
の
箇
所
、
岡
野
が
、
駒
沢
の
死
を
確
認
し
た

後
に
ハ
イ
デ
ガ
l
の
詩
句
に
「
も
っ
と
も
不
気
味
な
も
の
」
を
見
出
し
た
箇
所
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

岡
野
が
ハ
イ
デ
ガ

l
の
注
や
ヘ
ル
ダ
l
リ
ン
の
詩
句
を
疑
う
背
景
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
駒
沢
の
存
在
が
あ
り
、
そ
の
詩
句
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う

不
気
味
な
も
の
と
し
て
身
の
回
り
に
感
じ
ら
れ
る
「
駒
沢
の
匂
ひ
」
が
あ
る
。



「
駒
沢
の
匂
ひ
」
と
は
駒
沢
が
体
現
し
て
い
る
素
朴
で
土
着
的
な
日
本
で
あ

り、

"
故
郷
と
し
て
の
日
本
“
あ
る
い
は
日
本
的
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

い
っ
た
ん
異
郷
に
出
て
、
西
欧
的
な
精
神
を

(
中
略
)
岡
野
も
、

学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
覚
的
あ
る
い
は
本
来
的
な
「
帰
郷
」
を
果
た
し
た

と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
互
。

っ
日
本
的
な
も
の
」
へ
の
「
帰
郷
」
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
杉
本
論
文
に
付
け
加
え
る
べ
き
観
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
引
用
の
後
の
、

杉
本
が
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
文
章
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
き
ら
か
と
な
る
。

ふ
と
、
堰
の
水
音
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
岡
野
は
、
自
の
前
の
堰
へ
目
を
や

(
中
略
)
秋
の
雲
を
映
す
な
め
ら
か
な
黒
い
水
面
、
か
、
堰
を
越
え
る

と
共
に
急
に
そ
の
本
性
を
示
す
と
こ
ろ
を
、
飽
か
ず
眺
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、

っ
た
。

岡
野
は
自
分
の
心
ま
で
も
そ
の
色
に
染
め
ら
れ
る
や
う
な
、
不
快
な
、

そ
れ

と
と
も
に
叙
情
的
な
酔
ひ
に
充
ち
た
、
危
険
な
肱
量
を
感
じ
た
。
色
と
光
り

と
、
も
の
う
い
静
け
さ
と
、
す
べ
て
を
収
倣
す
る
水
音
の
う
ち
に
、
こ
の
藤

紫
の
水
の
流
れ
の
う
ち
に
、
社
舎
も
思
想
も
人
間
も
み
ん
な
吸
ひ
込
ま
れ
る

こ
ん
な
感
覚
的
飽
験
は
岡
野
に
と
っ
て
は
じ
め
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
中
略
)
こ
の
世
界
に
は
、
帆
影
も
な
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
憧
れ
も
な
く
、

-
:
:
自
分
が
征
服
し
た
も
の
に
忽
ち
擦
り
抜
け
ら
れ
る
無
策
味
な
固
滑
さ
し

か
な
い
、
と
岡
野
は
思
っ
た
。

(
P
3
6
1
3
3
6
2
 
傍
線
引
用
者
)

岡
野
は
ヘ
ル
ダ
ア
リ
ン
の
「
海
」
も
「
憧
れ
」
も
な
い
こ
の
世
界
の
な
か
で
、

「
無
気
味
な
園
滑
さ
」
に
つ
き
当
た
る
。

「
岡
野
は
自
分
の
心
ま
で
も
そ
の
色
に

染
め
ら
れ
る
や
う
な
、
不
快
な
、
そ
れ
と
と
も
に
叙
情
的
な
酔
ひ
に
充
ち
た
、
危

除
な
肱
量
を
感
じ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
自
覚
的
あ
る
い
は
本
来
的

な
帰
郷
」
と
は
ま
る
で
正
反
対
な
事
態
が
到
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
無
気
味
な
固
滑
さ
」
に
つ
い
て
野
口
武
彦
は
「
ほ
と
ん
ど
美
し
い
と
い
っ

て
よ
い
文
章
」
と
評
し
た
後
、

「
わ
た
し
が
こ
こ
に
発
見
す
る
の
は
前
述
し
た
よ

う
に
あ
る
ま
ぎ
れ
も
な
い
空
白
感
の
告
白
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
も
し

か
し
た
ら
作
家
が
そ
の
分
身
の
口
か
ら
ふ
と
漏
ら
さ
せ
た
イ
ロ
ニ
イ
的
漂
遊
の
疲

れ
の
訴
え
か
も
し
れ
な
い
」
玄

と
論
じ
て
い
る
。

野
口
論
文
は
、
こ
こ
に
三
島
由
紀
夫
の
「
帰
郷
」
を
予
感
さ
せ
る
「
疲
れ
」
を
、

杉
本
論
文
は
岡
野
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
「
帰
郷
」
を
見
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
は
単
な

る
寸
日
本
回
帰
」
な
ど
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ

は
「
政
治
的
演
出
家
」
が
、
自
己
を
越
え
る
力
学
、

「
社
舎
も
思
想
も
人
間
も
み

ん
な
吸
ひ
込
ま
れ
る
」
力
を
暗
示
さ
せ
ら
れ
、

「
自
分
が
征
服
し
た
も
の
に
忽
ち

繰
り
抜
け
ら
れ
る
」
感
覚
に
捉
え
ら
れ
、
自
己
の
存
在
価
値
を
良
失
し
か
か
っ
て

-69-

い
る
場
面
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
帰
郷
」
と
い
う
設
定

と
関
連
づ
け
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
帰
る
べ
き
「
故
郷
」

H

「
日
本
」
で

は
な
く
む
し
ろ
唾
棄
す
べ
き
「
日
本
」
、
作
家
の
文
脈
で
い
え
ば
規
範
と
し
て
の

絶
対
を
失
っ
た
「
日
本
」
な
の
で
は
な
い
か
。

柔
ら
か
な
「
絹
」
の
愚
鈍
な
狂
気

「
水
の
流
れ
」
の
「
無
気
味
な
圃
滑
さ
」
と
作
家
が
「
日
本
的
な
父
」
の
象
徴

と
し
て
造
形
し
た
と
い
う
駒
沢
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
他
作
品
を
援
用
し
な
が
ら

も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、

『
絹
と
明
察
』
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

ぃ
、
三
島
由
紀
夫
の
戦
後
の
作
品
群
を
貫
く
主
題
が
こ
の
駒
沢
の
造
形
と
「
水
の

流
れ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
か
ら
で
あ
る
。



駒
沢
が
死
を
前
に
し
て
「
一
滴
千
里
に
恕
し
、

ロ
ー
ラ
ー
の
や
う
に
均
し
な
み

に如泊」

(
P
3
4
2
)
す
と
い
う
境
地
に
達
し
た
こ
と
、
ま
た
、
彼
の
死
、
ま
た
、

そ
の
死
が
醸
し
出
す
「
言
ひ
が
た
い
暗
さ
、
恐
怖
、
不
安
、
愚
か
し
さ
、
滑
稽
さ
」

(
P
3
6
0
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
ハ
イ
デ
ガ
l
や
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
自
己
の

政
治
哲
学
と
は
ズ
レ
た
「
不
気
味
な
も
の
」
が
「
き
っ
と
侍
染
る
」

(
P
3
6
1
)
 

と
い
う
恐
怖
が
岡
野
を
襲
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
ラ
ス
ト
の
場
面
の
前

に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
寸
ロ
ー
ラ
ー
の
や
う
に
均
し
な
み
に
恕
」
す
境
地
は
い
わ
ば
「
無
責
任
の

体
系
」

(
丸
山
員
男
)
と
い
っ
た
も
の
の
具
現
を
暗
示
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
駒
沢
の
造
形
に
は
他
の
作
品
と
の
注
目
す
べ
き
符
合
が
あ
る
。
そ

れ
は
駒
沢
の
〈
肉
体
V
で
あ
る
。

い
か
に
も
柔
ら
か
い
印
象
を
興
へ
る
の
は
そ
の
肌
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
辛
酸

の
跡
を
と
ど
め
な
い
滑
ら
か
な
桃
い
ろ
を
し
て
ゐ
た
。
彼
の
風
貌
か
ら
、
彼

の
仕
事
の
絹
を
連
想
さ
せ
る
も
の
は
、
た
だ
こ
の
肌
だ
け
で
あ
っ
た
と
調
つ

て
よ
い
。

(
P
7
4
 
傍
線
引
用
者
)

」
の
「
桃
い
ろ
」
の
肉
体
は
、

叶
金
閣
寺
』
の
老
師
の
そ
れ
、

「
世
界
の
は
て

ま
で
そ
の
挑
い
ろ
の
柔
ら
か
い
肉
が
つ
な
が
っ
て
、
肉
の
墓
に
埋
め
ら
れ
た
ゃ
う
」

(
1
0
 
P
7
5
)
な
印
象
を
与
え
る
〈
肉
体
V
と
重
な
り
合
う
。

「
絹
と
明
察
』
の
「
絹
」
と
は
紡
績
工
場
の
こ
と
で
も
、
駒
沢
社
長
の
家
族
主

義
経
営
の
隠
鴫
で
も
な
く
、
駒
沢
の
「
桃
い
ろ
」
の
肌
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

の
絹
H
肌
に
包
み
こ
ま
れ
た
も
の
は
外
に
出
ょ
う
と
い
う
怠
志
を
萎
え
さ
せ
ら
れ
、

す
べ
て
駒
沢
の
「
我
子
」
に
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
駒
沢
の
慈
悲
と
は
「
ロ
ー
ラ
ー

の
や
う
に
均
し
な
み
に
恕
」
す
こ
と
で
行
動
意
欲
や
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
包
み
こ
ん
で

骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
桃
い
ろ
」
の
絹
日
肌
の
イ
メ
l

ジ
に
よ
っ
て
捕
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
必
悲
は
、
恐
ら
く
、

叶
金
閣
寺
』
の
老
師
の
あ
の
「
柔
ら
か
い
桃

い
ろ
の
肉
」

ー
い
っ
は
り
に
富
ん
だ
肉
、

裏
切
り
に
廃
す
る
に
信
頼
を
、
信
頼
に

出
す
る
に
裏
切
り
を
以
て
す
る
肉
、
ど
ん
な
腐
敗
に
も
犯
さ
れ
ず
、

ひ
っ
そ
り
と

温
か
く
湾
桃
い
ろ
に
繁
殖
す
る
肉
」
に
似
た
「
無
言
で
さ

e

つ
け
る
恩
恵
」
と
重
な

り
合
う
。

(
1
0
 
P
2
3
0
)
 つ
ま
り
「
桃
い
ろ
の
肌
」
は
「
い
つ
は
り
に
富

ん
だ
」

「
慈
悲
H

恩
恵
」
を
示
す
存
在
の
喰
と
し
て
作
家
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

村
松
剛
は
、
一
一
一
島
が
「
駒
揮
は
天
皇
な
ん
だ
よ
」
と
「
冗
談
め
か
し
て
」

(7)

語
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
磯
田
光
一
は
作
家
本
人
か
ら
聞
い
た
話
と

し
て
こ
の
駒
沢
の
「
桃
い
ろ
」
の
「
肌
の
色
」
を
「
人
間
天
皇
に
対
す
る
風
刺
」

そ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
挑
い
ろ

一70ー

(
白
)

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

の
肌
」
は
い
よ
い
よ
特
異
な
象
徴
性
を
ま
し
て
く
る
。

も
し
人
間
天
皇
の
「
肌
」
と
こ
の
駒
沢
の
「
肌
」
が
重
な
り
う
る
と
し
た
ら
、

三
島
由
紀
夫
は
戦
後
を
通
じ
て
「
現
実
の
天
皇
の
存
在
H

肉
体
」
へ
の
呪
岨
を
書

き
連
ね
て
き
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
三
島
は
作
品
中
に
、
現
在
日
本
の
象
徴

(
天
皇
?
)
と
し
て
柔
ら
か
な
「
桃
い
ろ
の
肌
」
を
呪
租
を
込
め
て
描
か
ね
ば
な

ら
な
い
内
的
必
然
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
「
肌
」

と
寸
す
べ
て
を
収
倣
す
る
水
」
の
「
無
気
味
な
園
滑
さ
」
は
、
と
も
に
三
島
に
と
っ

て
昭
和
天
皇
に
象
徴
さ
れ
る
唾
棄
す
べ
き
戦
後
日
本
の
時
空
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ

る
の
で
あ
る
。四

「
す
べ
て
を
収
蝕
す
る
水
」
と
「
に
せ
の
よ
み
が
へ
り
の
時
代
」



「
無
気
味
な
固
滑
さ
」
を
示
す
「
す
べ
て
を
収
蝕
す
る
水
」
は
、
伝
染
す
る
駒

沢
の
死
と
通
底
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
三
島
に
と
っ
て
日

本
の
時
空
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
る
。

そ
の
「
す
べ
て
を
収
倣
す
る
水
」
は
、
や
が
て
唯
識
三
十
頒
の
「
恒
に
輔
ず
る

こ
と
暴
流
の
ご
と
し
」
と
い
う
言
葉
と
重
な
っ
て
、
三
島
の
頭
の
中
に
唯
識
の
象

徴
と
し
て
の
「
滝
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
作
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

『
豊
悼
の
海
』

第
三
巻
『
暁
の
寺
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

そ
の
識
は
繊
の
や
う
に
絶
え
る
事
な
く
白
い
秘
沫
を
散
ら
し
て
流
れ
て
ゐ

る

つ
ね
に
純
は
目
前
に
見
え
る
が
、

一
瞬
一
瞬
の
水
は
同
じ
で
は
な
い
。

水
は
絶
え
ず
相
繍
輔
起
し
て
、
流
動
し
、
繁
吹
を
上
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

無
着
の
説
を
さ
ら
に
大
成
し
て
「
唯
識
三
十
頒
」
を
あ
ら
は
し
た
世
親
(
ヴ
ア

ス
パ
ン
ド
ゥ
)
の
あ
の
「
恒
に
鞘
ず
る
こ
と
暴
流
の
ご
と
し
」
と
い
ふ
一
句

は
、
二
十
歳
の
本
多
が
松
枝
清
顕
の
た
め
に
月
修
寺
を
訪
れ
た
と
き
、
老
門

跡
か
ら
伺
っ
て
、
そ
の
と
き
は
心
も
そ
ぞ
ろ
な
が
ら
、
耳
に
留
め
て
お
い
た

一
句
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
か
つ
て
の
イ
ン
ド
旅
行
で
、

ア
ジ
ャ
ン
タ

へ
赴
き
、
今
の
今
ま
で
誰
か
が
ゐ
た
や
う
な
個
別
の
す
る
僧
院
を
出
た
と
き
、

た
ち
ま
ち
目
を
帰
っ
た
あ
の
ワ
ゴ

l
ラ
川
へ
落
ち
る
一
隻
の
淵
の
恩
ひ
出
に

つ
な
が
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
最
終
の
、
究
極
の
そ
の
湖
は
は
じ
め

て
動
に
曾
っ
た
三
輪
山
の
三
光
の
継
や
、
は
る
か
む
か
し
、
老
門
跡
の
お
姿

を
そ
こ
に
認
め
た
怯
枝
邸
の
瀧
と
、
鏡
像
の
や
う
に
相
映
じ
て
ゐ
た
の
で
あ

る

(
1
9
 
P
1
3
3
)
 

こ
の
記
述
は
、
本
多
繁
邦
の
認
識
の
な
か
で
、
滝
の
メ
タ
フ
ァ

l
で
唯
識
の
論

理
が
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
滝
」
の
メ
タ
フ
ァ
!
は
唯

識
三
十
舗
の
中
の
「
恒
に
縛
ず
る
こ
と
暴
流
の
ご
と
し
」
と
い
う
一
行
か
ら
連
想

さ
れ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
滝
」
が
表
す
唯
識
の
論
理
は
作
家
に
よ
っ
て
「

唯
識
論
哲
撃
の
大
き
な
相
針
主
義
」
(
日
)
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
そ

の
「
滝
」
は
戦
後
の
時
空
を
象
徴
す
る
「
無
気
味
な
園
滑
さ
」
を
示
す
「
す
べ
て

を
収
飲
す
る
水
」
と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

コ
大
人
五
表
』
の
冒
頭
に
は
こ
の
よ
う
な
海
の
描
写
が
あ
る
。

た
ぶ
ん
世
界
は
じ
っ
と
さ
せ
て
お
い
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
。
じ
っ
と

し
て
ゐ
る
こ
と
に
は
、
自
然
の
悪
を
よ
び
さ
ま
す
伺
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

五
月
の
海
の
ふ
く
ら
み
は
、
し
か
し
た
え
ず
い
ら
い
ら
と
光
の
点
描
を
移
し

て
を
り
、
繊
細
な
突
起
に
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
中
略
)
謹
き
る
こ
と
の
な

い
そ
の
水
の
群
の
大
移
動
が
、
何
ほ
ど
に
も
陸
に
溢
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

氾
濫
は
遠
い
月
の
力
で
し
っ
か
り
と
制
御
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
中
略
)
・
海
、
名
の
な
い
も
の
、
地
中
海
で
あ
れ
、
日
本
海
で
あ
れ
、
目
前

-71ー

の
駿
河
湾
で
あ
れ
、
海
と
し
か
名
付
け
ゃ
う
の
な
い
も
の
で
辛
う
じ
て
統
括

さ
れ
な
が
ら
、
決
し
て
そ
の
名
に
服
し
な
い
、
こ
の
無
名
の
、
こ
の
豊
か
な
、

絶
対
の
無
政
府
主
義
。

(
『
天
人
五
衰
』

1
9

P
3
6
7
3
3
6
8
)
 

こ
の
海
は
決
し
て
休
み
な
く
「
い
ら
い
ら
と
」
生
成
と
撹
梓
を
く
り
返
す
「
こ

の
無
名
の
、
こ
の
豊
か
な
、
絶
対
の
無
政
府
主
義
」
を
示
す
も
の
と
し
て
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。

『
豊
館
の
海
』
に
つ
い
て
は
、
作
家
が
「
『
豊
障
の
海
』
と
は
、

月
の
海
の
名
の
ラ
テ
ン
語
の
訳
語
」

「
人
類
が
月
の
荒
涼
た
る
寅
状
に
目
ざ
め
る

と
き
は
、
こ
の
小
説
の
荒
涼
た
る
結
末
に
接
す
る
と
き
よ
り
も
早
い
」

(
3
4
 

P
5
1
)
と
述
べ
て
お
り
、
井
上
隆
史
は
「
ド
ナ
ル
ド
キ
l
ン
も
ま
た
、

『
豊
館

の
海
』
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
、
三
島
由
紀
夫
は
昭
和
四
十
五
年
秋
の
手
紙
で
、

そ
れ
は
『
カ
ラ
カ
ラ
な
嘘
の
海
』
を
意
味
す
る
と
語
っ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て



い
る
」

(
1
0
)

と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
、

「
月
の
海
」

「
カ
ラ
カ
ラ
な
嘘
の
海
」
と

は
言
わ
ば
作
品
の
豊
障
が
不
毛
に
反
転
す
る
と
い
う
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
で
の
残
酷

な
反
転
を
指
す
と
恩
わ
れ
、
具
体
的
に
書
か
れ
た
描
写
や
象
徴
を
指
す
の
で
は
な

L 、。

作
品
に
書
か
れ
た
「
海
」
は
こ
の
よ
う
な
粘
着
質
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
生
成

を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
い
ら
い
ら
と
」
し
た
「
海
」
は
、
三
好
行
雄
の
指
摘
(
1
1
)

に
も
あ
る
通

り

「
唯
識
論
の
解
く
比
喰
の
よ
う
」
な
絶
え
間
な
い
世
界
の
生
成
を
く
り
返
す

も
の
と
し
て
あ
る
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
箇
所
で
は
「
滝
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ

て
い
た
も
の
が
こ
こ
で
は
「
海
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
と
の
対
談
「
文
学
は
空
虚
か
」
の
な
か
で
、
三
島
由
紀
夫
は
『
豊
候

の
海
』
の
第
三
巻
以
降
を
、

「
現
貫
世
界
の
崩
境
と
、
戦
後
世
界
の
空
白
と
」
を
、

仏
教
の
空
観
と
い
う
ご
種
の
メ
タ
フ
ォ
ア
」

(
「
文
学
は
空
虚
か
」
初
出

和
田
十
五
年
十
一
月
『
文
事
』

で
結
び
つ
け
て
書
く
こ
と

補

P
6
2
6
)
 

を
狙
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
第
四
巻
の
主
人
公
は
「
空
を
支
へ
る
」

た
め
に
「
悪
魔
的
な
」

(
P
6
2
7
)
も
の
と
し
て
描
い
た
と
も
語
っ
て
い
る
。

論
者
が
話
題
と
し
て
い
る
不
吉
な
「
海
」
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
悪
魔
的
」
主
人

公
、
安
永
透
の
目
に
映
じ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
安
永
透
の
見
る
「
海
」
は
、
だ
が
、
安
永
透
が
夢
想
す
る
理
想
の
「
海
」

と
は
食
い
違
っ
て
い
る
。
透
が
見
て
い
る
「
海
」
は
存
在
が
た
え
ず
う
ご
め
き
、

「
い
ら
い
ら
と
」
生
成
を
く
り
返
す
「
海
」
で
あ
る
。
彼
が
夢
想
す
る
「
海
」
は
、

「
決
し
て
存
在
に
犯
さ
れ
ぬ
海
」
、

つ
ま
り
視
野
を
か
き
乱
す
「
他
者
」
の
立
ち

現
れ
な
い
「
海
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
断
さ
の
極
限
、
見
よ
う
と
す
る
意
志
が
隅
々

ま
で
透
徹
し
た
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
認
識
す
ら
「
酸
化
鉛
の
や
う
に
溶
解

し

(
1
9
 
P
3
7
7
)
、
「
見
る
こ
と
」
自
体
が
「
透
明
に
な
る
」

(
P
3
 

7
7
)
。
こ
の
冒
頭
の
「
海
」
は
そ
の
透
明
性
を
裏
切
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
安
永
透
の
見
る
「
海
」
と
『
絹
と
明
察
』
の
岡
野
が
見
る
「
す
べ
て
を
収

倣
す
る
水
」
は
、
共
に
い
わ
ば
認
識
者
の
戦
略
、

「
た
だ
の
行
動
」
を
「
し
た
た

か
に
味
わ
い
直
し
て
楽
し
む
」
た
め
の
「
二
重
底
の
哲
学
」
、
そ
れ
を
越
え
た
、

「
自
分
が
征
服
し
た
も
の
」
を
「
た
ち
ま
ち
す
り
抜
け
」
さ
せ
る
も
の
の
メ
タ
フ
ァ

ー
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
現
れ
方
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
。

「
す
べ
て
を
収
倣
す
る
水
」
で
は
「
こ
の
藤
紫
の
水
の
流
れ
の
う
ち
に
、
社
曾

も
思
想
も
人
間
も
み
ん
な
吸
ひ
込
ま
れ
る
」

「
無
無
味
な
園
滑
さ
」
が
強
調
さ
れ

た
の
に
対
し
、

「
海
」
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
生
成
」
と
そ
の
裏
の
「
月
の
力
」
に

よ
る
「
し
っ
か
り
と
」
し
た
「
制
御
」
が
特
質
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「
絹
と
明
察
』
の
「
へ
ん
な
、

い
つ
は
り
の
よ
み
が
へ
り
の
時
代
」

(
1
7
P
 

日目
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3
6
1
)
と
い
う
言
葉
に
対
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
絹
と
明
察
』
で
は
時
代
の
空
気
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
「
す
べ
て
を
収
赦
す
る

水
」
は
『
天
人
五
衰
』
の
「
海
」
に
お
い
て
は
、
唯
識
論
の
論
理
を
か
り
た
形
で
、

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
生
成
の
原
理
と
そ
の
背
後
の
不
可
視
の
も
の
に
よ
る
制
御
が
強
調

さ
れ
た
、
よ
り
形
市
上
学
的
な
性
質
を
強
め
た
も
の
の
メ
タ
フ
ァ
!
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

自
然
は
全
粗
か
ら
断
片
へ
と
、
又
、
断
片
か
ら
全
棺
へ
と
、
た
え
ず
く
り

か
え
し
循
環
し
て
ゐ
た
。
断
片
の
形
を
と
っ
た
と
き
の
は
か
な
い
措
例
さ
に

比
べ
れ
ば
、
全
髄
と
し
て
の
自
然
は
、

つ
ね
に
不
機
嫌
で
暗
惨
だ
っ
た
。
悪

は
全
躍
と
し
て
の
自
然
に
属
す
る
の
だ
ら
う
か
?
そ
れ
と
も
断
片
の
は
う
に
?

(
1
9
 
P
4
6
3
)
 

透
の
目
に
映
る
の
は
「
く
り
か
え
し
循
環
し
て
ゐ
」
る
「
全
悼
と
し
て
の
自
然
」

と
し
て
の
「
海
」
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ご
滴
だ
け
高
く
離
れ
た
」
波
H

飛
沫
で



あ
る
。
こ
の
波
H

飛
沫
が
「
清
剖
さ
」
の
外
見
を
身
に
ま
と
っ
た
純
粋
な
天
折
者
、

つ
ま
り
松
枝
清
顕
や
飯
沼
勲
の
よ
う
な
人
物
を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、

「
つ
ね
に

不
機
嫌
で
暗
修
」
で
あ
り
、

「
い
ら
い
ら
と
」
生
成
と
消
滅
を
く
り
返
す
「
海
」

lま

「
こ
の
世
界
、
我
々
の
住
む
迷
界
を
顕
現
さ
せ
て
ゐ
る
」

D
A
1
4

円。

(
1
9
 

5 

ご
瞬
も
と
ど
ま
ら
な
い
『
無
我
の
流
れ
』
」

(
P
1
3
4
)
と
さ
れ
る
唯

識
論
の
桔
心
、

「
阿
頼
耶
識
」
の
象
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
三
島
由
紀
夫
の
古
林
向
と
の
対
談
(
『
戦
後
派
作

昭
和
四
十
六
年
一
月
)
で
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。

家
は
語
る
』
筑
摩
書
房

あ
の
作
品
(
『
豊
能
の
海
』
)
で
は
、
絶
封
的
一
間
的
人
生
と
い
ふ
も
の

を

一
人
一
人
の
主
人
公
は
お
く
つ
て
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
最
終
的

に
は
唯
識
論
哲
撃
の
大
き
な
相
封
主
義
の
中
に
溶
か
し
こ
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、

い
す
れ
も
ニ
ル
ヴ
ァ

l
ナ
(
浬
繋
)
の
中
に
入
る
と
い
ふ
小
説
な
ん
で
す
。

(
『
三
島
由
紀
夫
最
後
の
言
葉
』
補
1

P
6
9
9
)
 

「
絶
封
的
一
回
的
人
生
」
が
、
断
片
と
し
て
の
波
H

飛
沫
で
あ
り
、

「
大
き
な

相
封
主
義
」
が
全
体
と
し
て
の
自
然
、

「
海
」
に
あ
た
る
。
高
く
飛
矧
し
よ
う
と

し
た
断
片
と
し
て
の
「
波
H

飛
沫
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
全
体
と
し
て
の
自
然
、

「
海
」
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
「
海
」
の
場
面
は
、
作
者
が
先
に
語
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
は
っ
き
り
と
現
れ

た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

透
が
こ
の
「
海
」
と
「
波
H

飛
沫
」
を
両
方
と
も
た
だ
「
眺
め
て
い
る
だ
け
」
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
透
は
世
界
の
中
で
「
絶
封
的
一
回
的
人
生
」
を
送
る
人
間

で
あ
り
な
が
ら
、
世
界
の
外
側
か
ら
そ
の
か
ら
く
り
の
す
べ
て
を
眺
め
る
認
識
者

の
視
点
を
「
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
」
つ
ま
り
「
存
在
自
慢
が
背
理
」

(
P
5
 

2
9
)
で
あ
る
人
物
な
の
で
あ
る
(
1
2
)

。

安
永
透
は
、
附
野
が
最
終
的
に
到
達
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
自
己
の
絶
対
的

受
動
性
と
不
可
侵
の
力
学
、
そ
の
象
徴
で
あ
る
「
海
」
を
作
品
の
冒
頭
か
ら
見
る

ょ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
小
手
先
の
政
治

的
行
為
、
日
常
的
な
他
人
の
行
為
に
偽
の
目
的
を
与
え
、
そ
の
破
綻
を
「
収
穫
」

す
る
と
い
う
「
政
治
」
に
熱
中
す
る
と
い
う
点
で
、

『
絹
と
明
察
』
の
岡
野
の
カ

リ
カ
チ
ュ
ア
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
す
べ
て
を
収
蝕
す
る
水
」
か
ら
「
絶
対
の
無
政
府
主
義
」
と
し
て
の
「
海
」

へ
の
変
化
は
、
岡
野
的
な
も
の
を
相
対
化
す
る
論
理
を
、
小
説
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に

支
え
る
形
市
上
学
H

「
唯
識
論
哲
副
学
の
大
き
な
相
封
主
義
」
の
(
と
り
あ
え
ず
の
)

表
象
と
し
て
作
品
の
前
景
に
押
し
出
し
た
結
果
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

五

「
絹
」
と
「
水
」
に
殺
さ
れ
る
演
出
家

-73ー

「
絹
と
明
察
」
の
後
に
発
表
さ
れ
た
「
月
潟
荘
締
諌
』

(
悶
和
四
十
年
一
月

「
文
芸
春
秋
』
)
に
お
い
て
は
、
見
る
こ
と
に
の
み
快
楽
を
見
出
す
侯
爵
が
、
君

江
と
い
う
「
白
痴
の
娘
」

(
1
7
 
P
3
8
7
)
に
殺
害
さ
れ
、
目
を
え
ぐ
ら
れ

る
と
い
う
形
で
「
認
識
者
」
が
否
定
さ
れ
る
。

」
の
作
品
に
も
「
水
」
を
め
ぐ
る
象
徴
的
な
描
写
が
存
在
す
る
。

そ
こ
で
は
、
水
の
「
大
幅
な
嬰
化
が
、
不
安
で
、
恐
ろ
し
げ
に
見
え
る
。
水
が

あ
た
か
も
、
呼
吸
を
し
て
伸
び
上
り
膨
れ
る
異
様
な
生
き
物
の
や
う
に
見
え
る
」
。

「
見
る
う
ち
に
私
は
、
伺
と
も
知
れ
ぬ
不
安
な
情
緒
に
か
ら
れ
」
、

「
水
は
黒
く

ふ
く
ら
み
、
赤
い
祖
岩
の
あ
ひ
だ
に
、
激
し
い
不
無
味
な
動
揺
を
や
め
な
」
い
の

で
あ
る
。

(
1
7
 
P
3
6
8
3
3
8
9
)
 

他
の
二
作
品
で
は
そ
れ
な
り
の
作
品
内
で
の
論
理
の
裏
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る



「
水
の
動
揺
」
は
こ
の
作
品
で
は
冒
頭
に
唐
突
な
形
で
描
か
れ
、
他
の
記
述
と
ど

う
つ
な
が
る
の
か
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
の
唐
突
さ
は
作
品
の
構

成
の
問
題
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
他
作
品
と
の
連
関
の
な
か
で
把
握
す
べ
き
で
あ

る

つ
ま
り
こ
の
作
品
を
『
天
人
五
衰
』
の
エ
ス
キ
l
ス
と
し
て
捉
え
る
事
で
始

め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

作
家
は
岡
野
に
代
表
さ
れ
る
「
認
識
者
」

H

「
演
出
す
る
主
体
」

(
勝
造
に
君

江
を
強
姦
す
る
よ
う
命
令
H

演
出
し
た
の
は
侯
爵
で
あ
る

l
P
3
8
8
1
)
を
葬

り
去
る
為
の
レ
ッ
ス
ン
を
こ
の
作
品
で
行
っ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま

た
『
天
人
五
衰
』
の
「
失
明
す
る
認
識
者
」
透
と
「
狂
女
」
絹
江
の
カ
ッ
プ
ル
の

先
駆
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
出
揃
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
君
江
H

絹
江
と
い
う
名
前
の
類
似
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「
絹
」
江

と
い
う
名
前
は
、

『
絹
と
明
察
』
と
突
き
合
わ
せ
て
見
る
と
実
に
不
気
味
で
も
あ

る

い
わ
ば
『
絹
と
明
察
』
ま
で
の
作
品
に
お
い
て
戦
略
の
空
転
・
不
毛
に
直
面
す

る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
演
出
す
る
主
体
」
は
、

『
天
人
五
衰
』
及
び
そ
の
エ
ス
キ
ー

ス
と
し
て
の
『
月
・
猫
荘
椅
調
』
に
お
い
て
初
め
て
劇
の
主
人
公
と
な
る
。
メ
タ
フ
ォ

リ
カ
ル
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
劇
は
、
自
分
が
演
出
す
る
舞
台
装
置
だ
っ
た
は

ず
の
「
絹
」
に
殺
さ
れ
、

そ
し
て
そ
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る
不
可
侵
の
力
学
に
と

り
こ
ま
れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
小
説
の
劇
の
代
表
と
な
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み

可
能
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
悲
喜
劇
な
の
で
あ
る
(
1
3
)

。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
『
天
人
五
衰
』
に
お
け
る
登
場
人
物
の
造
形
や

さ
ま
ざ
ま
の
象
徴
的
な
描
写
が
示
す
モ
チ
ー
フ
は
、
既
に
『
月
滑
荘
締
諏
』

車目

と
明
察
』
で
予
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
よ
り
唯
識
論
の
枠
組
み
を
借
り
て
、

世
界
認
識
と
そ
れ
を
越
え
る
も
の
の
表
象
と
い
う
形
で
、
形
市
上
学
的
に
問
い
な

お
す
こ
と
が
『
天
人
五
音
』
と
い
う
作
品
の
「
意
義
」
で
あ
っ
た
事
、
そ
こ
か
ら

逆
算
し
て
初
め
て
前
二
作
の
「
意
義
」

(
そ
の
エ
ス
キ
1
ス、

レ
ッ
ス
ン
と
し
て

の
)
も
把
握
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
冒
頭
部
の
「
・
海
」
の
象
徴
的
描
写
に
現
れ
る
「
小
説
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に

支
え
る
形
同
上
学
H
唯
識
」
は
、

『
天
人
五
衰
』
の
終
結
部
に
お
い
て
そ
の
表
象

性
・
言
語
化
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら

に
そ
こ
に
苧
ま
れ
た
作
家
の
〈
戦
略
V
に
つ
い
て
以
下
の
節
で
考
え
る
こ
と
と
す

る。.ムー
/、

『
豊
簡
の
海
』
の
〈
戦
略
V
l
解
釈
不
能
性
の
表
象

『
天
人
五
衰
』
の
終
結
部
の
「
庭
」
の
場
面
、
な
か
ん
づ
く
、
尼
僧
と
な
っ
た

a-
司

t

綾
倉
聡
子
が
本
多
繁
邦
に
示
し
た
台
詞
、

「
そ
ん
な
お
方
(
松
枝
清
顕
)
は
も
と

も
と
あ
ら
し
ゃ
な
か
っ
た
の
と
違
い
ま
す
か
?
」

(
1
9
 
P
6
4
5
)
 
「
記
憶

と
い
う
て
も
な
、
写
る
は
ず
も
な
い
速
す
ぎ
る
も
の
を
写
し
も
す
れ
ば
、

そ
れ
を

近
い
も
の
の
よ
う
に
見
せ
も
す
れ
ば
、
幻
の
眼
鏡
の
よ
う
な
も
の
や
さ
か
い
に
」

「
そ
れ
も
心
々
で
す
さ
か
い
」

ら
の
唯
識
理
解
と
世
界
認
識
と
し
て
形
成
し
、
ま
た
作
品
の
狂
言
回
し
の
論
理
で

(
P
6
4
6
)
と
い
う
台
詞
に
よ
り
、
本
多
が
自

も
あ
る
転
生
の
物
語
自
体
が
否
定
さ
れ
る
場
面
は
こ
れ
ま
で
嫌
々
に
論
議
さ
れ
て

き
た
。高

橋
重
美
は
そ
の
卓
越
し
た
論
文
「
沈
黙
が
語
る
も
の
|
『
豊
続
の
海
」
読
解

の
危
険
性
l
」
(
1
4
に
お
い
て
イ
l
ザ
l
、
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
援
用
し
な
が
ら
唯

識
の
論
理
を
内
在
し
た
作
品
の
「
未
決
定
的
な
暖
昧
さ
」
を
扱
う
際
の
手
続
き
に

つ
い
て
慎
重
に
論
を
進
め
た
後
、

「
読
者
は
物
語
を
外
側
か
ら
読
ん
で
い
た
は
ず



な
の
に
、

日
以
後
に
至
っ
て
物
語
と
し
て
諮
ら
れ
て
い
た
筈
の
唯
識
が
物
語
を
乗
り

越
え
て
現
実
界
に
逆
流
し
、
読
者
は
自
ら
の
読
書
行
為
そ
の
も
の
の
根
本
を
間
わ

れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
も
周
到
に
も
語
り
手
は
、

、
二
巻
で
既
に
読
者

を
物
語
形
成
に
引
き
ず
り
込
む
よ
う
毘
を
仕
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
同
論
文

ド

1
2
6
1
1
2
7
)
と
述
べ
、
作
品
最
終
部
の
「
心
々
で
す
さ
か
い
」
と
い
う

台
詞
を
「
あ
ら
ゆ
る
結
合
の
可
能
性
H

読
解
の
容
認
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は

』
読
者
と
テ
ク
ス
ト
の
聞
に
流
動
的
で
多
様
な
意
味
論
的
読
解
を
生
む
立
体
的
な

唯
識
空
間
」

(
P
1
2
7
)
を
作
り
出
す
と
す
る
。

こ
の

1

読
者
と
テ
ク
ス
ト
の
聞
に
流
動
的
で
多
様
な
意
味
論
的
読
解
を
生
む
立

体
的
な
唯
識
空
閉
じ
と
い
う
記
述
は
唯
識
と
い
う
言
葉
さ
え
外
し
て
し
ま
え
ば
、

そ
の
ま
ま

J
ア
ク
ス
卜
」
理
論
の
素
描
と
し
て
も
使
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
高
橋
は
こ
の
直
後
に
「
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
哀
を
返
せ
ば
物
語
の

情
報
伝
達
機
能
の
放
棄
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
意
味
論
的
な
読
解
が
容
認
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
そ
れ
に
基
づ
く
批
評
行
為
自
体
が
宙
に
浮
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

コ
一
一
口
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
歴
史
的
時
間
と
空
間
を
合
わ
せ
も
つ
自
給
自
足
す

る
宇
宙
は
」

っ
無
限
に
多
様
化
し
て
行
く
物
語
世
界
外
へ
と
連
結
し
て
し
ま
う
」

(
P
1
2
7
)
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
多
元
的
解
釈
の
可
能
性
が
こ
の
聡
子
の
「

心
々
で
す
さ
か
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
「
批
評
行
為
自
体
が
宙
に
浮
く
」
こ

と
で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

叶
豊
鏡
の
海
』
に
は
こ
の
よ
う
な
「
言
語
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
歴
史
的
時
間

と
空
間
を
合
わ
せ
も
つ
自
給
自
足
す
る
宇
宙
」
の
生
成
に
つ
い
て
語
る
論
理
自
体

が
、
小
説
作
品
の
中
に
論
理
的
説
明
(
「
暁
の
寺
』
の
唯
識
論
講
義
)
、
象
徴
(

-
海
」
や
「
滝
」
の
象
徴
的
描
写
)
の
両
方
の
形
を
と
っ
て
表
象
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
が
す
べ
て
「
心
々
で
す
さ
か
い
」
と
い
う
台
詞
に
よ
っ
て
そ
の
表
象
自
体

の
虚
妄
1

1
幻
の
眼
鏡
の
よ
う
な
も
の
」

ー
へ
と
直
面
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

論
者
は
先
に
発
表
し
た
拙
稿
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
(
前
述
の
古
林
尚
と
の
対
談
コ
ニ
島
由
紀
夫
最
後
の
一
言
葉
』
で
の
発

一u
:
・
引
用
者
注
)

「
ニ
ル
ヴ
ァ

l
ナ
L

と
い
う
言
葉
を
、
作
品
が
言
語
で
表

象
、
理
解
し
え
な
い
領
域
に
入
る
と
い
う
こ
と
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ

で
は
そ
の
よ
う
な
作
品
を
読
む
も
の
も
ま
た
(
作
中
人
物
と
)
同
様
に
す
べ

-c 
IJ< 

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
が
作
家

「
ニ
ル
ヴ
ァ

l
ナ」

の
小
説
の
戦
略
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で

あ
る
。

(
中
略
)
そ
の
試
み
は
つ
ま
り
は
言
語
で
表
象
で
き
な
い
も
の

ル
ヴ
ァ

l
ナ
)
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
H

作
家
に
と
っ
て
の
自
己
否
定
を
「
意
識

的
に
し
苦
い
た
作
品
に
対
し
て
は
対
象
化
も
批
判
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う

一一一日い分
H

戦
略
を
背
後
に
含
意
し
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
極
め
て

-75ー

周
到
な
「
戦
略
」
で
あ
る
と
き
守
え
る
。

(
中
略
)
そ
の
「
戦
略
」
に
気
づ
い

た
も
の
は
作
家
の
自
己
否
定
と
表
象
否
定
の
果
て
に
た
と
り
着
い
た
問
い
自

体
を
宙
づ
り
に
す
る
戦
略
に
巻
き
込
ま
れ
、

そ
れ
を
追
認
す
る
だ
け
で
批
判

も
対
象
化
も
で
き
ぬ
地
平
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
す
5
)

。

小
林
康
夫
は
こ
の
点
に
つ
い
て
「
門
跡
の
こ
の
不
思
議
な
言
葉
と
と
も
に
生
起

す
る
の
は
、
あ
る
い
は
歴
史
的
な
、
物
語
的
な
時
間
、
さ
ら
に
は
こ
の
レ
シ
そ
の

も
の
の
否
認
で
あ
り
、
放
棄
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
、

「
(
門
跡
の
こ
の

不
思
議
な
言
葉
が
|
引
用
者
注
)
そ
の
物
語
世
界
か
ら
一
切
の
基
盤
、
リ
ア
リ
テ
ィ

-
そ
し
て
意
味
を
剥
嵩
噂
し
て
し
ま
う
」
事
を
述
べ
た
う
え
で
「
こ
の
レ
シ
は
、
そ

の
展
開
を
通
じ
て
み
ず
か
ら
の
解
体
へ
と
到
達
す
る
不
可
能
の
レ
シ
」
で
あ
る

T

自
)
と
評
し
て
い
る
。

d

盟
践
の
海
」
に
組
み
込
ま
れ
た
唯
識
の
論
理
は
、

「
あ
ら
ゆ
る
実
在
は
、
主



観
的
な
意
識
が
生
み
出
し
た
表
象
に
過
ぎ
な
い
」

(
1
7
)

と
し
て
、

そ
の
言
語
化
そ
れ
自
体
を
「
虚
妄
」
と
し
て
打
ち
消
す
論
理
で
あ
る
。

い
わ
ば
そ
れ
は
「
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
」
や
「
小
説
の
面
白
さ
」

つ
ま
り
認
識
や

「
文
学
の
存
在

意
義
」
を
否
定
し
禁
じ
る
八
否
定
神
学
V
と
し
て
『
豊
能
の
海
』
と
い
う
小
説
を

背
後
か
ら
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
作
品
」
は
、
表
象
自
体
を
虚
妄
へ
と
直

面
さ
せ
る
と
い
う
唯
識
説
を
そ
の
表
象
自
体
に
組
み
込
ん
で
お
り
、
表
象
の
中
の

表
象
不
可
能
性
、
解
釈
の
果
て
の
解
釈
不
可
能
性
を
読
者
に
要
求
す
る
〈
戦
略
〉

を
苧
ん
で
い
る
。

小
島
千
加
子
『
三
島
由
紀
夫
と
檀
一
雄
』
に
よ
れ
ば
作
家
は
生
前
「
『
本
多
さ

ん
の
間
違
い
で
は
な
い
で
す
か
?
』
と
い
う
聡
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
読
者
は
ど

ん
で
ん
返
し
を
く
う
ん
だ
。
聡
子
の
言
葉
で
松
枝
清
顕
が
い
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、

何
か
も
な
い
に
等
し
い
。
何
も
か
も
:
・
。
読
者
は
、
今
ま
で
読
ん
で
き
た
も
の
が

何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
。
夢
を
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
?

と
思
う
だ
ろ
う
ね
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
と
い
う
(
1
8
)

。

聡
子
の
言
葉
に
よ
り
、
読
者
は
、
本
多
繁
邦
と
同
様
に
、

「
雲
霧
の
中
を
さ
ま

よ
ふ
心
地
が
し
」
、
・
そ
れ
ま
で
作
品
を
読
ん
だ
自
分
の
体
験
が
「
半
ば
夢
の
や
う

に
思
は
れ
て
」
、
記
憶
の
中
の
言
葉
が
「
あ
た
か
も
漆
の
盆
の
上
に
吐
き
か
け
た

息
の
曇
り
が
見
る
見
る
消
え
去
っ
て
ゆ
く
や
う
に
失
は
れ
て
」

(
P
6
4
6
)
空

無
と
な
る
の
を
発
見
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
「
作
品
」
は
、
背
後
に
作
家
の
言
表
行
為
(
エ
ノ
ン
シ

ア
シ
オ
ン
)
や
戦
略
(
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
)
を
補
い
続
け
る
こ
と
を
い
わ
ば
読
者
に

「
強
制
す
る
」
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
「
強
制
感
」
は
『
豊
障
の
海
』
を
、

な
か
ん
づ
く
聡
子
の
台
詞
を
読
ん
だ
時
点
の
み
で
襲
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
す
べ
て
の
小
説
と
い
う
表
象
に
妥
当
す
る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ヨ

ン
の
よ
う
に
錯
覚
さ
れ
る
(
1
0
)

。
そ
し
て
こ
の
「
作
品
」
は
そ
の
否
定
的
に
刻
印

さ
れ
た
〈
固
有
性
V
ゆ
え
に
、
作
家
の
戦
略
か
ら
切
断
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
八
テ
ク

ス
ト
V
と
し
て
読
む
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
0
)

。

七

表
象
不
可
能
と
い
う
「
無
際
限
」
|
戦
略
の
空
転

そ
れ
で
は
『
豊
能
の
海
』
に
対
し
て
は
本
当
に
い
か
な
る
「
対
象
化
も
批
判
も

不
可
能
で
あ
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。

「
暁
の
寺
』
の
唯
識
論
の
本
多
に
よ
る
解
読
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
な
ぜ
な
ら
、
阿
頼
耶
識
が
な
け
れ
ば
世
界
は
存
在
し
な
い
が
、
世
界
が
存
在

し
な
け
れ
ば
阿
頼
耶
識
は
自
ら
主
体
と
な
っ
て
輪
廻
転
生
を
す
る
べ
き
場
を
も
た

ず
、
し
た
が
っ
て
悟
遠
へ
の
道
は
永
久
に
閉
ざ
さ
れ
る
」

-76ー

「
迷
界
と
し
て
の
世
界

が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
悟
り
へ
の
機
縁
が
も
た
・
り
さ
れ
る
」

9 

P
1
3
9
)
 

こ
れ
を
我
々
の
、
表
象
不
可
能
を
表
象
す
る
と
い
う
作
家
の
〈
戦
略
V
と
読
書

行
為
と
の
関
係
の
問
題
に
置
き
直
し
て
考
え
れ
ば
、

「
唯
識
の
論
理
と
そ
れ
を
支

え
る
阿
頼
耶
識
が
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
『
豊
能
の
海
』
の
作
品
世
界
は
存
在
し

な
い
が
、
そ
れ
が
存
在
し
な
け
れ
ば
阿
頼
耶
識
は
自
ら
作
品
展
開
の
原
動
力
と
な
っ

て
展
開
さ
れ
る
場
を
も
た
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
が
実
は
無
で
あ
る
こ
と
も
記
述

で
き
な
い
。
」

「
虚
妄
と
し
て
の
表
象
H

作
品
世
界
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

初
め
て
そ
れ
が
最
終
的
に
聡
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
無
で
あ
る
こ
と
も
表
象
可
能
で

あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
は
言
語
化
(
物
象
化
)
す
る
こ
と
自
体
を
禁
ず
る
「
宣
言
」
を
小
説
の

な
か
で
表
象
す
る
と
い
う
〈
戦
略
V
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
言
語
と



し
て
残
り
つ
づ
け
、
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
や

は
り
「
表
象
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
唯
識
説
が
「
一
剃
那
の
世
界
は
、
次
の
刺
那
に
は
ま
た
い
っ
た
ん
減
し
て
、

ま
た
新
た
な
世
界
が
現
れ
る
」

(
1
9
 
P
1
4
1
)
事
を
示
す
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
表
象
と
し
て
記
述
し
、
記
録
し
、
固
定
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
|
つ

ま
り
は
表
象
は
虚
妄
の
は
ず
な
の
で
あ
る
。

言
語
化
と
解
釈
を
禁
じ
る
と
い
う
唯
識
を
援
用
し
た
メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
そ
の

ま
ま
そ
れ
は
「
言
語
と
し
て
書
か
れ
で
も
い
け
な
い
(
不
能
H

不
毛
で
あ
る
)
」

と
い
う
反
転
し
た
論
理
と
し
て
小
説
を
書
い
た
側
を
も
襲
う
。
す
な
わ
ち
無
の
表

象
の
前
に
読
者
を
立
ち
止
ま
ら
せ
、
追
認
行
為
と
し
て
の
解
釈
を
の
み
要
請
す
る

メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
を
、
小
説
の
な
か
で
〈
戦
略
V
と
し
て
提
出
す
る
こ
と
は
、
唯
識

に
従
っ
た
そ
の
メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
自
体
が
そ
れ
ま
で
の
記
述
を
不
毛
に
し
、
記
録
H

固
定
化
の
不
可
能
を
示
す
(
は
ず
)
と
い
う
背
理
と
し
て
、
そ
の
成
立
不
可
能
性

(
無
意
味
性
)
を
も
同
時
に
示
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
八
戦
略
V
に
は
「
表
象
行
為
の
〈
結
果
と
し
て
V
最
終
的
に
不
可

能
性
が
露
呈
す
る
こ
と
」
と
「
解
釈
不
可
能
性
が
他
の
可
能
性
を
禁
じ
る
負
の
全

体
化
の
メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
と
し
て
最
初
か
ら
表
象
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
」

の
違
い
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
林
康
夫
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
作
品
の
な
か
で
は
す
べ
て
の
表
象
が
無
へ

と
断
罪
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
書
い
た
作
家
は
、
過
剰
な
極

限
的
な
仕
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
〈

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
V
(表
象
H

代
表
H

代
行
H
演
出
)
の
八

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
v
を
演
じ
よ
う

と
す
る
」

「
す
べ
て
の
欲
望
を
無
化
す
る
ど
こ
ろ
か
、
歴
史
と
表
象
の
欲
望
に
こ

れ
以
上
な
い
ほ
ど
煩
か
れ
て
自
ら
を
霊
化
す
る
と
い
う
夢
へ
と
突
進
す
る
」
玄
1
)

と
し
て
、
こ
の
作
品
と
作
家
の
二
つ
の
聞
に
分
裂
を
見
て
い
る
が
、
こ
の
「
す
べ

て
の
表
象
が
無
へ
と
断
罪
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
作
品
の
〈
戦
略
〉
自
体
が
、
作

家
の
「
自
ら
を
聖
化
す
る
と
い
う
夢
」
、

「
無
」
を
描
い
た
作
品
の
作
者
と
し
て

読
者
の
前
に
君
臨
し
よ
う
と
す
る
成
立
不
可
能
な
「
夢
」
に
支
え
ら
れ
た
無
の
形

而
上
学
の
表
象
H

代
表
で
は
な
か
っ
た
か
。

表
象
不
能
(
無
限
)
と
表
象
不
能
性
の
論
理
を
表
象
す
る
こ
と
(
無
際
限
)
は

異
な
り
、

「
無
限
」
は
実
際
の
と
こ
ろ
〈
戦
略
V
足
り
え
な
い
。
こ
こ
に
我
々
は

叶
豊
能
の
海
』
の
〈
戦
略
V
の
臨
界
を
見
る
の
で
あ
る
。

(
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(
8
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噌
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(
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)
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尚
と
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対
談
『
三
島
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紀
夫
最
後
の
言
葉
』
補
1

n
r
n
o
n
u
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(
1
0
)
井
七
隆
史
「
叶
豊
能
の
海
」
に
お
け
る
世
界
解
釈
の
問
題
」

(

山

凶

一
誌
と
幽
文
皐
』
平
成
六
年
九
月
号

P
6
9
)
 
ド
ナ
ル
ド
・
キ
l
ン
の
発
言

は

1
戸
の
残
り
」

(
朝
日
新
聞
社

1
9
9
2
)
 

(
1
1
)
三
好
行
雄
「
「
豊
鏡
の
海
』
論
l

叶
天
人
五
衰
』
を
視
座
と
し
て
し

(
-
凶
文
磐
』

噌

i
n
U
Q
U
n
b

7 

(
1
2
)
な
お
、
井
上
陸
史
は
「
『
豊
肢
の
海
』
に
お
け
る
輪
廻
説
と
唯
識
説

の
問
題
」

平
成
五
年
六
月
号
)

(
-
国
語
と
園
文
学
』

で
、
唯
識
論
の
作
品

凶
開
へ
の
影
響
に
つ
い
て
三
島
の
唯
識
説
理
解
の
混
乱
を
指
摘
し
つ
つ
「
次
第

に
自
定
的
方
向
か
ら
否
定
的
方
向
に
傾
き
、

「
暁
の
寺
」
の
終
結
を
転
機
に
、

百
定
的
方
向
へ
の
帰
着
が
決
定
さ
れ
た
」

(
P
4
8
)
 
「
叶
天
人
五
衰
』

-』〔コ
l

;

 

い
て
、
本
多
と
同
様
に
「
崩
」
に
犯
さ
れ
た
透
の
体
験
の
あ
り
方
と
そ
の
内
而

の
戸
を
、
既
に
独
我
論
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
た
唯
識
説
の
陥
穿
に
捕
ら
わ
れ

た
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
」

(
P
4
6
)
と
評
し
て
い
る
。

(
1
3
)
な
お
、
こ
の
作
品
と
『
天
人
五
衰
』
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
べ
た
う

え
で
、
認
識
者
の
「
有
限
性
」
と
「
超
越
性
」
の
間
の
裂
け
目
と
い
う
問
題
を
、

民
子
力
学
の
観
測
問
題
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
並
行
さ
せ
て
論
じ
た
極
め
て
特
異
な

論
文
と
し
て
矢
作
征
男
「
森
の
生
き
物
、
砂
漠
の
記
憶
」

(
「
現
代
思
想
』

1

n
u
n
u
c
u
 

P
1
3
8
3
1
5
5
)
が
あ
る
。

9 

(
1
4
)
高
橋
重
美
「
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
六
十
四
号
1
9
9
0

7 

(
1
5
)
柳
瀬
善
治
「
「
豊
悼
の
海
』

(
2
)
 
ー
「
優
雅
」
の
政
治
学
と
そ
の

臨
界
点
1
」

(
『
三
重
大
日
本
語
学
文
学
』
第
六
号
1
9
9
5

6 

P
7
5
 

3
7
6
)
。
本
稿
は
こ
の
論
文
の
続
編
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

リ
盟
館
の
海
』
の
〈
戦
略
V
と
そ
の
中
の
諸
表
象
と
の
関
係
の
説
明
に
つ
い
て

は
こ
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
1
6
)
 
「
歴
史
と
無
の
円
環
」

「
出
来
事
と
し
て
の
文
学
』

作
品
社

1
4
n
U
Q
U
R
U
 

4 

p
t
b
Q
U
 

(
1
7
)
小
林
康
夫
前
掲
論
文

p
a
R
U
氏
U

(
1
8
)
小
島
千
加
子
コ
-
一
島
由
紀
夫
と
摺
一
雄
』

(
ち
く
ま
文
庫

噌

i
G
d
G
U

6 

P
5
5
)
 

8 

〔

1
9
)
こ
の
作
品
の
〈
戦
略
H

挑
発
V
を
そ
の
後
の
小
説
家
が
乗
り
越
え
る

べ
き

i

物
語
と
の
間
の
隔
た
り
、
遅
延
」

さ
れ
た
の
が
四
方
田
犬
彦
の
中
上
健
次
論
『
質
種
と
転
生
』

(
P
3
0
)
と
し
て
把
握
し
て
展
開

(
1
9
8
7
 8 

新
潮
社
)
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
作
家
の
自
己
否
定
を
内
包
し
た
一
つ
の

作
品
の
論
理
を
、
小
説
と
い
う
表
象
形
式
の
歴
史
全
体
へ
と
拡
散
さ
せ
て
適
応

さ
せ
る
レ
ベ
ル
の
錯
誤
が
あ
る
。

つ
ま
り
「
テ
ク
ス
ト
論
」
は
、
最
後
の
台
詞
を
無
視
す
る
l
小
説
的

に
「
出
来
が
よ
い
」
と
さ
れ
る
部
分
だ
け
を
読
む
l
か
、
あ
る
い
は
こ
の
よ
う

な
台
詞
に
含
意
さ
れ
た
〈
試
み
H

戦
略
V
を
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
自
由
な

-78-

(
2
0
)
 

記
号
の
戯
れ
を
抑
圧
す
る
メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
と
し
て
否
定
す
る
し
か
な
い
。

し
か
し
ど
ち
ら
も
「
文
学
の
面
白
さ
」

J
ン
ェ
ノ
テ
ク
ス
ト
」
を
聡
子
の
台
詞

に
変
わ
る
読
解
上
の
「
メ
タ
ロ
ジ
ッ
ク
」
と
し
て
作
品
に
再
導
入
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
そ
の
固
有
性
を
無
視
し
た
本
末

転
倒
し
た
も
の
と
い
う
し
か
な
い
。

(
2
1
)
小
林
康
夫
前
掲
論
文

p
・η
t
n
u

付
記
:
・
三
島
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
新
潮
社
版
三
島
由
紀
夫
全
集
に
よ
る
。
番

号
は
全
集
の
巻
数
を
示
す
。

(
1
9
9
6
 
9
/
2
5
)
 


