
梶
井
基
次
郎
「
樺
様
」
論

－
　
「
触
媒
」
と
し
て
の
（
樟
樺
）
と
そ
の
カ
　
ー

は
じ
め
に

梶
井
基
次
郎
の
「
樺
積
」
は
、
代
表
作
だ
と
い
う
世
評
の
割
に
は
、
読
解
し

①

に
く
い
作
品
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
例
え
ば
、
棚
田
輝
嘉
氏
の
考
察
に
あ
る

よ
う
に
、
「
梓
標
」
内
に
貫
流
す
る
作
者
の
「
小
説
的
な
（
物
語
）
」
　
へ
の
志
向

と
、
作
品
内
の
「
即
日
的
な
出
来
事
に
つ
い
て
の
即
日
的
な
語
り
」
と
い
う
、

作
品
中
の
「
内
包
し
て
い
る
二
つ
の
層
が
、
読
み
や
評
価
を
二
分
さ
せ
て
い
る
」

と
い
う
作
品
構
造
の
分
裂
の
為
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
こ
の
作
品
は
主
人

③

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

①

公
の
持
つ
感
性
や
、
母
胎
で
あ
る
「
瀬
山
の
話
」
と
の
関
連
か
ら
考
察
さ
れ
が

ち
で
あ
り
、
読
み
手
は
青
春
の
一
時
期
に
通
底
す
る
感
傷
性
に
共
感
を
覚
え
た

り
、
同
時
に
そ
れ
を
超
え
る
「
不
吉
な
塊
」
や
主
人
公
の
感
性
・
想
像
に
よ
る

力
に
膣
目
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
棚
田
氏
の
言
う
よ
う
に
「
作

品
の
主
題
に
対
す
る
論
究
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
」
な
い
と
の
結
論
も
、
あ
る
面

で
は
否
定
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
作
中
の
「
不
吉
な
塊
」
や
、
主
人
公
の

藤
　
　
村
　
　
　
　
猛

感
性
・
想
像
に
よ
る
、
ま
た
、
拡
大
し
て
言
え
ば
、
「
樺
積
」
と
い
う
作
品
の

力
が
、
今
ま
で
に
十
全
に
解
明
し
た
と
言
い
切
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
を

十
分
に
解
明
す
る
こ
と
が
、
「
樺
様
」
読
解
の
中
核
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
作
品
は
、
基
本
取
に
主
人
公
で
語
り
手
の
「
私
」
の
物
語
で
あ
り
、

「
私
」
が
時
間
軸
を
自
在
に
し
て
、
あ
る
瞬
間
の
自
己
と
関
わ
る
対
象
を
語
る

と
い
う
物
語
で
も
あ
る
。
作
品
の
中
心
は
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
苦
し
む
彼
が
、

果
物
店
で
買
っ
た
一
個
の
レ
モ
ソ
　
（
物
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
表
記
、
以
下
同

じ
。
）
　
を
得
た
後
に
変
化
す
る
様
々
な
感
情
に
あ
り
、
そ
の
複
層
的
描
写
に
あ

る
。
作
中
で
彼
は
言
う
。

①

そ
れ
に
し
て
も
心
と
い
う
奴
は
何
と
い
ふ
不
可
思
議
な
奴
だ
ら
う
。

－
つ
ま
り
は
此
の
重
さ
な
ん
だ
な
。
－
（
略
）
　
こ
の
重
さ
は
総
べ
て
の
善

い
も
の
総
べ
て
の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
き
た
重
さ
で
あ
る
と

か
、
思
ひ
あ
が
っ
た
話
語
心
か
ら
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
考
へ
て
見
た
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り
－
何
が
さ
て
私
は
幸
福
だ
っ
た
の
だ
。

か
く
の
如
く
呟
き
、
自
分
の
「
心
」
　
の
動
き
に
驚
き
、
や
が
て
丸
善
で
奇
怪

な
企
み
に
ほ
く
そ
笑
む
主
人
公
の
有
り
様
を
ど
う
捉
え
る
か
。
浜
川
勝
彦
氏
が

①

言
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
「
『
私
』
が
述
懐
す
る
『
心
』
の
彷
径
を
定
着
し

た
も
の
」
　
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
自
己
を
執
拗
に
点
検
し
て
き
た
者
の
心
の

動
き
、
感
動
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
畏
怖
の
念
に
連
結
し
て
い
く

と
言
っ
て
も
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
作
品
冒
頭
か
ら
設
定
さ
れ
た
重
い
雰
囲
気
に
も
拘
ら
ず
の
、
語
り
の

軽
い
表
現
に
も
、
こ
の
作
品
の
特
色
、
ひ
い
て
は
作
者
の
創
作
意
図
が
う
か
が

わ
れ
る
し
、
「
心
」
　
の
追
究
と
共
に
、
結
果
的
に
両
刃
の
剣
で
あ
る
彼
の
鋭
す

ぎ
る
感
性
や
想
像
力
を
も
、
考
察
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
時
は
想
像

の
力
に
よ
っ
て
、
異
郷
の
地
－
京
都
の
地
か
ら
仙
台
あ
る
い
は
長
崎
I
に
自
分

を
連
れ
出
す
が
、
そ
れ
は
自
分
を
見
る
自
分
と
い
っ
た
存
在
の
よ
う
に
、
見
方

に
よ
る
と
自
己
分
裂
の
有
り
様
を
も
連
想
さ
せ
る
し
、
彼
が
執
着
す
る
さ
さ
や

か
な
も
の
－
花
火
や
ぴ
ぃ
ど
ろ
な
ピ
ー
は
、
あ
る
種
の
詩
美
を
も
た
ら
す
。
だ

が
、
そ
れ
ら
は
彼
を
幸
福
に
導
か
な
い
。
「
不
吉
な
塊
」
　
に
苦
し
む
彼
を
し
て
、

自
己
欺
瞞
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
瞬
間
的
に
「
今
」
を
忘
失
さ
せ
慰
め
る
に

過
ぎ
な
い
。

対
し
て
、
レ
モ
ソ
を
手
に
し
た
時
は
ど
う
か
。
同
様
に
、
瞬
間
の
幸
福
で
虚

し
い
現
象
に
す
ぎ
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
「
棒
桜
」
　
の
母
胎
で
あ
っ
た
「
瀬
山

の
話
」
（
「
樺
桜
」
）
　
の
末
尾
で
述
懐
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
狂
人
芝

居
」
だ
ろ
う
か
。
「
瀬
山
の
話
」
　
と
「
樺
桜
」
　
の
違
い
に
つ
い
て
は
考
察
を
割

愛
す
る
が
、
レ
モ
ソ
を
手
中
に
し
た
主
人
公
の
感
動
は
、
誓
え
て
言
え
ば
、
生

命
を
手
に
し
た
と
同
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な
い
か
。
追
究
す
べ
き
は
、
そ
う
実

感
さ
せ
る
作
品
の
力
で
あ
る
。

⑥

本
稿
は
、
「
樟
桜
」
　
の
力
の
〓
柄
を
、
浜
川
氏
が
言
う
三
度
の
「
梓
桜
の
質

の
転
換
」
、
即
ち
、
物
と
し
て
の
レ
モ
ソ
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
筆
者
の

結
論
風
に
言
え
は
、
「
触
媒
」
、
ひ
い
て
は
あ
る
種
の
「
依
代
」
と
し
て
の
力
を

発
揮
す
る
（
樟
標
）
（
「
触
媒
」
・
「
依
代
」
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
場
合
は
◇

で
衷
記
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
　
へ
と
変
容
す
る
過
程
と
、
そ
の
後
の
有
り
様
、

そ
し
て
、
主
人
公
が
如
何
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
か
を
通
じ
て
、
解
明
し
よ
入
ノ
と

す
る
試
み
で
あ
る
。

は
じ
め
に
、
レ
モ
ソ
に
出
会
う
前
の
主
人
公
の
状
況
を
、
簡
単
に
確
認
し
て

お
く
。主

人
公
を
襲
う
「
不
吉
な
塊
」
は
、
当
時
の
雰
囲
気
や
若
者
特
有
の
特
性
に

も
よ
ろ
う
が
、
や
は
り
主
人
公
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
青
年
期
に
は
、
自
意

識
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
ポ
ー
ズ
を
取
り
が
ち
だ
が
、
皆
が
「
不
吉
な
塊
」
を
背

負
う
訳
で
は
な
い
。
彼
の
場
合
、
初
め
は
本
人
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
っ
た

も
の
が
、
何
時
し
か
、
ど
う
し
よ
う
も
出
来
な
い
領
域
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
こ
の
領
域
を
措
い
た
作
品
は
他
に
も
あ
る
が
、
「
惇
投
」
　
の
持
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黒
さ
は
、
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
く
意
識
の
有
り
様
の
追
究
の
深
さ
で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
豊
か
な
表
現
力
で
あ
る
。
「
搾
投
」
　
の
主
人
公
は
、
自
ら
が
招
い
た

行
き
詰
ま
り
の
中
で
苦
闘
す
る
。

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
。

焦
燥
と
云
は
う
か
、
嫌
悪
と
云
ほ
う
か
－
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿
酔
が
あ

る
や
う
に
、
酒
を
毎
日
飲
ん
で
ゐ
る
と
宿
酔
に
相
当
し
た
時
期
が
や
っ
て

来
る
。
そ
れ
が
来
た
の
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
い
け
な
か
っ
た
。
結
果
し

た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
背
を
焼
く

や
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
不
吉

な
塊
だ
。
（
中
略
）
　
何
か
が
私
を
居
堪
ら
ず
さ
せ
る
の
だ
。
そ
れ
で
始

終
私
は
街
か
ら
街
を
浮
浪
し
続
け
て
ゐ
た
。

こ
の
冒
頭
の
一
節
が
、
主
人
公
の
自
己
認
識
を
表
し
て
い
る
。
自
分
の
心
を

圧
え
つ
け
て
い
る
「
不
吉
な
塊
」
、
こ
れ
が
「
い
け
な
い
」
と
彼
は
言
う
。
そ

れ
は
、
「
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
」
　
の
「
宿
酔
」
と
も
誓
え
ら
れ
、
こ
こ
で
は
病
気

も
借
金
も
、
彼
に
と
っ
て
「
酒
を
毎
日
飲
ん
で
ゐ
る
」
行
為
と
同
レ
ベ
ル
の
も

の
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
宿
酔
が
、
人
生
に
と
っ
て
不
可
避
の
も
の
と
評
価
さ

れ
な
い
よ
う
に
、
「
不
吉
な
塊
」
も
他
者
か
ら
は
評
価
さ
れ
に
く
い
。
た
だ
、

酒
飲
み
が
好
ん
で
宿
酔
に
な
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
「
俸
禄
」
の
主
人
公
も
好

ん
で
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
彼
は
、
自
分
の
陥
っ
た
状
況
と
他
者
の

目
の
存
在
の
自
覚
を
も
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
一
節
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
。

あ
る
朝
－
其
頃
私
は
甲
の
友
達
か
ら
乙
の
友
達
へ
と
い
ふ
風
に
友
達
の

下
宿
を
転
々
と
し
て
暮
ら
し
て
ゐ
た
の
だ
が
ー
友
達
が
学
校
へ
出
て
し
ま

っ
た
あ
と
の
空
虚
な
空
気
の
な
か
に
ぽ
つ
ね
ん
と
一
人
取
残
さ
れ
た
。
私

は
ま
た
其
虞
か
ら
彷
径
ひ
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
何
か
が
私
を
追

ひ
立
て
る
。

彼
は
、
友
達
に
「
取
残
さ
れ
た
」
　
と
思
う
孤
独
の
中
で
、
「
何
か
」
　
に
追
い

立
て
ら
れ
て
町
を
さ
ま
よ
う
。
冒
頭
の
段
落
に
も
登
場
す
る
、
こ
の
「
何
か
」

と
は
何
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず
「
不
吉
な
塊
」
と
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
れ
で
は
何
故
、
文
中
で
「
何
か
」
と
表
現
す
る
の
か
。
ど
う
し
て
「
不
吉
な
一

塊
」
と
、
主
人
公
は
言
わ
な
い
の
か
。
「
何
か
」
イ
コ
ー
ル
　
「
不
吉
な
塊
」
　
で
　
3
1

は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
不
吉
な
塊
」
以
外
の
も
の
を
含
む
「
何
か
」
、
つ
ま
ー

り
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
押
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
「
心
」
　
を
も
含
む
「
何
か
」
　
な

①

の
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
考
え
れ
ば
、
か
つ
て
宮
内
豊
氏
が
説
い
た
よ
う
に
、

「
良
心
」
　
と
言
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
「
落
塊
し
た
私
」
、
「
生
活
が
蝕
ま
れ
て

ゐ
な
か
っ
た
以
前
」
と
い
う
凪
に
、
主
人
公
は
、
後
日
に
「
あ
の
頃
」
　
と
呼
ぶ

レ
モ
ソ
体
験
時
を
、
そ
れ
以
前
の
相
対
的
に
健
全
だ
っ
た
過
去
と
比
べ
て
表
現

し
て
い
る
。
自
己
呵
責
の
念
が
、
こ
の
「
何
か
」
　
に
加
わ
っ
て
い
よ
う
。
だ
が
、

こ
れ
は
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
「
心
」
は
「
不
吉
な
塊
」
　
に
圧
迫
さ

れ
る
被
害
者
だ
け
で
は
な
く
、
彼
を
罰
す
る
加
害
者
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
時
、
そ
れ
ら
に
追
い
立
て
ら
れ
る
「
私
」
　
と
は
何
か
。
「
心
」
　
の



保
有
者
に
し
て
、
「
不
吉
な
塊
」
　
の
保
有
者
で
も
あ
る
。
こ
の
一
見
矛
盾
し
た

関
係
が
、
レ
モ
ソ
体
験
時
に
よ
り
あ
ら
わ
に
な
る
。

二

主
人
公
が
レ
モ
ソ
を
持
っ
た
時
の
感
動
は
、
次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

始
終
私
の
心
を
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
不
吉
な
塊
が
そ
れ
を
握
っ
た
瞬
間
か
ら

い
く
ら
か
弛
ん
で
き
た
と
見
え
て
、
私
は
街
の
上
で
非
常
に
幸
福
で
あ
っ

た
。
あ
ん
な
に
執
拗
か
つ
た
憂
鬱
が
、
そ
ん
な
も
の
一
顆
で
紛
ら
わ
せ
る

ー
或
ひ
は
不
審
な
こ
と
が
、
逆
説
的
な
本
当
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も

心
と
い
ふ
奴
は
何
と
い
ふ
不
可
思
議
な
奴
だ
ら
う
。

「
不
吉
な
塊
」
が
「
い
く
ら
か
弛
ん
で
き
」
　
て
、
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
り
な

が
ら
も
、
「
私
は
街
の
上
で
非
常
に
幸
福
」
　
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
生
じ
る
彼
の

感
嘆
は
、
引
用
文
の
最
後
の
一
文
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
不
思
議
さ
の
念
は
、
こ
れ
で
終
わ
る
訳
で
は
な
い
。
「
心
」
だ
け
で
な

く
、
「
身
体
」
　
に
も
感
じ
ら
れ
て
い
く
。
彼
は
レ
モ
ソ
を
握
っ
た
り
、
嗅
い
で

み
た
り
す
る
。
「
身
内
に
浸
み
透
っ
て
ゆ
く
や
う
な
そ
の
冷
た
さ
は
快
い
も
の

だ
っ
た
」
　
し
、
「
ふ
か
ぶ
か
と
胸
一
杯
に
匂
や
か
な
空
気
を
吸
ひ
込
め
ば
、
つ

い
ぞ
胸
一
杯
に
呼
吸
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
私
の
身
体
や
顔
に
は
温
い
血
の
ほ

と
ぼ
り
が
昇
っ
て
来
て
何
だ
か
身
内
に
元
気
が
目
覚
め
て
来
た
の
だ
つ
た
。
…
」

と
な
る
。
レ
モ
ソ
に
よ
る
身
体
へ
の
効
能
で
あ
る
。
彼
は
不
思
議
で
な
ら
な
い
。

実
際
あ
ん
な
単
純
な
冷
覚
や
触
覚
や
嗅
覚
や
視
覚
が
、
ず
つ
と
昔
か
ら
こ

れ
ば
か
り
捜
し
て
ゐ
た
の
だ
と
云
ひ
度
く
な
っ
た
は
ど
し
っ
く
り
し
た
な

ん
て
私
は
不
思
議
に
恩
へ
る
－
そ
れ
が
あ
の
頃
の
こ
と
な
ん
だ
か
ら
。

彼
は
二
重
に
驚
い
て
い
る
。
レ
モ
ソ
体
験
の
日
、
そ
の
後
日
と
二
回
に
渡
っ

て
、
自
分
の
心
の
動
き
の
不
可
解
さ
に
驚
き
、
「
心
」
　
の
奥
深
さ
や
不
可
思
議

さ
を
か
み
し
め
る
。
彼
は
身
体
の
好
調
に
支
え
ら
れ
、
ま
す
ま
す
高
揚
し
て
い

く
0

私
は
も
う
往
来
を
軽
や
か
に
風
雪
に
弾
ん
で
、
一
種
誇
り
か
な
気
持
さ

え
感
じ
な
が
ら
、
美
的
装
束
を
し
て
街
を
闊
歩
し
た
詩
人
の
こ
と
な
ど
思

い
浮
か
べ
て
は
歩
い
て
ゐ
た
。
（
中
略
）

－
つ
ま
り
は
こ
の
重
さ
な
ん
だ
な
。
－

こ
の
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
ゐ
た
も
の
で
、
疑
ひ
も
な

く
こ
の
重
さ
は
総
て
の
善
い
も
の
総
て
の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し

て
き
た
重
さ
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

彼
と
レ
モ
ソ
は
、
世
界
の
中
で
緊
密
に
結
び
つ
く
。
こ
の
時
、
レ
モ
ソ
は
大

き
な
意
味
と
存
在
感
を
持
ち
、
「
私
」
　
は
レ
モ
ソ
に
よ
っ
て
高
揚
す
る
。
「
不
吉

な
塊
」
　
の
存
在
に
象
致
さ
れ
る
如
く
、
分
裂
し
て
い
た
「
私
」
は
、
「
不
吉
な

塊
」
の
魔
力
か
ら
解
放
さ
れ
、
陶
酔
の
中
で
再
び
統
合
さ
れ
る
。
「
不
吉
な
塊
」

か
ら
の
解
放
と
言
う
よ
り
も
、
す
べ
て
が
溶
け
合
っ
た
、
融
合
し
た
と
言
っ
た

方
が
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
高
揚
感
に
対
し
て
、
「
思
ひ
あ
が
っ
た
話
語
心
か

ら
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
考
へ
て
み
た
り
」
と
、
あ
る
程
度
の
相
対
化
が
為
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さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
に
、
こ
の
高
揚
感
は
主
人
公
に
と
っ
て
好
ま
し
い
も

の
で
あ
り
、
す
べ
て
は
レ
モ
ソ
を
持
っ
て
高
揚
す
る
自
分
へ
の
、
後
日
の
次
の

感
既
－
「
何
が
さ
て
私
は
幸
福
だ
っ
た
の
だ
。
」
－
に
収
赦
し
て
い
き
、
前
出

の
薫
き
や
「
心
」
　
へ
の
探
求
は
、
そ
れ
以
上
は
行
わ
れ
な
い
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
レ
モ
ソ
体
験
へ
の
尊
重
の
念
と
、
そ
れ
が
日
常
的
に

起
こ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
前
者
は
前
出
の
「
何
が

さ
て
私
は
幸
福
だ
っ
た
の
だ
」
　
の
口
吻
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の

過
去
へ
の
思
い
に
は
、
語
り
手
の
あ
る
瞳
の
い
と
お
し
さ
の
念
が
あ
る
よ
う
で

あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
補
足
す
れ
ば
、
こ
う
い
っ
た
体
験
が
彼
自
身
に
と
っ
て

も
不
思
議
な
出
来
事
で
あ
り
、
そ
の
種
の
体
験
は
意
識
し
て
起
こ
そ
う
と
し
て

も
、
容
易
に
起
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
確

か
に
、
彼
の
想
像
が
力
を
貸
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
が
、
彼
は
圧
倒
的
な
も
の

を
、
即
ち
、
自
分
の
意
志
や
努
力
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
よ
う
な
類
い
で
は
な
い

も
の
を
、
レ
モ
ソ
か
ら
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
よ
っ
て
彷
復
し
た
過
去
の
自
分
が
、
レ
モ
ソ
に

よ
っ
て
救
わ
れ
た
と
の
愛
惜
の
念
と
、
そ
の
体
験
が
非
日
常
的
な
で
き
ご
と
で

あ
り
、
か
つ
不
可
思
議
で
圧
倒
的
で
あ
る
が
故
に
、
輝
く
の
で
あ
る
。

三

だ
が
、
レ
モ
ソ
を
手
に
し
た
主
人
公
の
高
揚
は
長
く
は
続
か
な
い
。
彼
が
往

来
か
ら
丸
善
に
入
っ
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
に
変
わ
る
。

然
し
ど
う
し
た
こ
と
だ
ら
う
、
私
の
心
を
充
た
し
て
ゐ
た
幸
福
な
感
情
は

段
々
逃
げ
て
行
っ
た
。
香
水
の
瓶
に
も
煙
管
に
も
私
の
心
は
の
し
か
か
っ

て
は
ゆ
か
な
か
っ
た
。
憂
鬱
が
立
て
革
め
て
来
る
、
私
は
歩
き
廻
っ
た
疲

労
が
出
て
来
た
の
だ
と
思
っ
た
。

レ
モ
ソ
に
よ
る
高
揚
感
は
、
少
し
ず
つ
薄
れ
て
い
く
。
身
体
の
疲
労
が
「
幸

福
な
感
情
」
を
追
放
し
た
と
、
彼
は
思
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
、
彼
の
心
は
「
の

し
か
か
っ
て
」
ゆ
く
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
客
観

性
を
も
有
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
自
分
の
状
態
を
分
析
・
認
識
し
っ
つ
、

あ
る
程
度
醒
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
彼
は
憂
鬱
を
晴
ら
そ
う
と
、
レ
モ
ソ
で
試
す
こ
と
（
「
第
一
の
ア

イ
デ
ィ
ア
」
）
を
思
い
付
き
、
「
軽
や
か
な
品
奮
」
を
得
て
、
本
で
「
奇
怪
な
幻

想
的
な
城
」
を
作
り
、
レ
モ
ソ
を
置
く
。
す
る
と
、
レ
モ
ソ
は
「
カ
ー
ソ
と
冴

え
か
へ
つ
て
l
、
丸
善
の
中
の
空
気
が
「
梓
標
の
周
囲
だ
け
変
に
緊
張
し
て
」

い
く
。
範
囲
は
限
定
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
も
レ
モ
ソ
の
力
で
あ
り
、
周
辺
を

変
容
さ
せ
る
と
い
う
能
動
性
を
有
し
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
身
体
の
疲
労
を

超
え
た
作
用
で
あ
る
が
、
「
軽
く
跳
り
あ
が
る
心
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
。

先
程
、
往
来
で
レ
モ
ソ
を
手
に
し
た
時
の
よ
う
な
、
彼
自
身
が
不
思
議
に
思
う

程
の
陶
酔
感
と
は
、
い
さ
さ
か
異
な
る
。

次
の
「
不
意
に
」
「
起
っ
た
」
「
第
二
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」
は
、
「
私
」
　
を
「
ぎ

ょ
っ
と
さ
せ
」
「
変
に
く
す
ぐ
っ
た
い
気
持
」
に
し
て
「
煩
笑
ま
せ
」
　
る
。
彼

は
レ
モ
ソ
を
そ
の
ま
ま
、
丸
善
に
置
い
て
外
へ
出
る
。
彼
は
レ
モ
ソ
が
「
黄
金
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色
に
輝
く
恐
ろ
し
い
爆
弾
」
　
で
、
自
分
が
「
奇
怪
な
悪
漢
」
だ
と
見
立
て
、
こ

の
「
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。
」
　
こ
れ
も
先
程
の
往
来
の
時
の
よ
う
な
圧
倒

的
な
感
動
と
は
違
う
。
レ
モ
ソ
を
持
っ
た
際
は
感
動
に
陶
酔
し
、
幸
福
感
は
不

意
に
訪
れ
た
で
あ
る
。
丸
善
の
「
二
度
目
の
ア
イ
デ
ィ
ア
」
も
不
意
に
起
こ
る

が
、
そ
の
時
は
そ
れ
に
「
頬
笑
」
み
、
「
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
」
　
て
面
白
が

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
者
は
主
人
公
の
想
像
を
も
巻
き
込
ん
で
、
実
感
を

以
て
彼
を
揺
さ
ぶ
り
、
自
己
を
変
容
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
想
像
を
追

求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
変
容
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
想
像
を
楽
し
む

の
で
あ
る
。
前
者
は
彼
に
と
っ
て
、
心
身
共
に
「
事
実
」
　
で
あ
る
が
、
後
者
は

想
像
の
世
界
を
通
じ
て
の
「
事
実
」
　
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
想
像
で
世
界
の

変
容
を
楽
し
む
だ
け
で
、
そ
の
事
実
1
レ
モ
ソ
の
爆
弾
で
気
詰
り
な
丸
善
が
爆

発
す
る
こ
と
－
を
心
底
か
ら
信
じ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
「
瀬
山
の
話
」
　
の
中

の
「
愉
快
な
時
間
漬
し
・
馬
鹿
げ
た
気
持
」
と
い
う
領
域
と
一
歩
離
れ
て
い
る

地
点
に
、
そ
れ
は
あ
ろ
う
し
、
別
の
場
所
へ
の
錯
覚
に
よ
る
私
自
身
の
見
失
い

の
菜
し
み
と
、
本
質
は
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
丸
善
で
二
つ
の
「
ア
イ
デ
ィ
ア
」
を
だ
す
主
体
は
何
か
。
還
元

し
て
考
え
れ
ば
、
想
像
を
追
求
す
る
主
体
は
何
か
。

「
不
書
な
塊
」
　
で
も
、
そ
れ
に
押
え
つ
け
ら
れ
る
「
心
」
　
で
も
な
か
ろ
う
。

当
た
り
前
の
よ
う
だ
が
、
両
者
を
見
つ
め
る
、
広
い
意
味
で
の
「
私
」
　
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
「
不
吉
な
塊
」
　
や
「
心
」
も
、
結
局
は
「
私
」
　
で
あ
り
、
同
時

に
、
そ
れ
ら
を
見
る
「
私
」
も
「
私
」
　
で
あ
り
、
こ
の
同
時
存
在
的
状
況
（
構

造
）
　
に
、
「
樺
桜
」
　
の
「
私
」
　
の
心
の
構
造
の
特
色
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時

の
「
私
」
　
は
、
意
識
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
「
心
」
　
や
「
感
情
」
・
「
身
体
」

な
ど
の
「
自
己
」
　
を
凝
祝
し
て
お
り
、
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
解
体
や
融
合
を

繰
り
返
し
て
い
る
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
自
己
へ
の
客
観
性
に
よ
っ

て
解
体
・
融
合
し
て
い
る
が
、
レ
モ
ソ
を
手
に
し
た
時
ほ
ど
の
統
一
感
（
陶
酔

感
）
　
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
両
者
の
場
合
に
、
「
心
」
　
の
運
動
か
ら
付
随
し

て
生
じ
る
快
楽
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
快
楽
と
は
、
別
の
何
か
に
な
る
こ
と
に
よ
る
。
即
ち
、
現
実
や
物
質
レ

ベ
ル
を
超
え
て
、
「
私
」
　
が
他
者
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
今
ま
で
　
「
心
」
　
を

「
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
」
「
不
吉
な
塊
」
　
は
溶
解
し
変
移
し
、
「
心
」
も
対
象
と
一

体
化
す
る
。
そ
の
中
核
に
「
私
」
が
意
識
と
し
て
存
在
し
、
現
象
的
に
「
他
者

（
他
事
）
」
が
「
意
味
」
を
持
っ
て
、
姿
を
見
せ
る
。
「
樟
接
」
　
の
場
合
、
レ
モ

ソ
と
の
一
体
化
・
融
合
に
よ
る
。
特
に
、
回
想
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た

時
は
、
そ
れ
は
複
雑
化
す
る
。
こ
の
時
、
触
媒
と
し
て
の
働
き
を
持
つ
　
（
惇
投
）

が
、
「
私
」
　
に
別
の
「
私
」
を
見
出
さ
せ
、
新
た
な
「
意
味
（
解
釈
）
」
を
生
じ

さ
せ
、
複
合
的
に
、
レ
モ
ソ
も
新
た
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
来

的
に
は
、
種
々
の
解
釈
で
あ
り
得
る
の
だ
が
、
意
詩
が
多
存
在
で
あ
り
得
る
時

に
は
、
そ
れ
は
相
互
に
変
移
・
融
合
し
合
い
、
結
果
的
に
、
苦
痛
を
超
え
て
快

感
を
生
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
苦
痛
は
解
体
さ
れ
再
編
成
さ
れ
る
時
、
快
感

に
転
嫁
さ
れ
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
「
搾
投
」
　
の
「
私
」
が
往
来
で
レ

モ
ソ
を
手
に
し
た
時
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
よ
る
苦
痛
は
、
レ
モ
ソ
に
よ
っ
て
溶
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解
し
、
快
感
に
昇
華
す
る
。
丸
善
で
の
場
合
、
そ
の
き
っ
か
け
は
「
私
」
　
の

「
想
像
」
　
で
あ
り
、
涼
は
「
不
吉
な
塊
」
を
含
む
「
私
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ

れ
ら
が
、
レ
モ
ソ
の
存
在
に
よ
っ
て
状
況
を
組
み
替
え
、
世
界
を
変
容
さ
せ
、

「
私
」
　
に
快
感
を
も
た
ら
す
。
し
か
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
そ
れ
が
往
来
の
時

と
同
様
に
、
時
間
的
に
自
在
な
こ
と
で
あ
る
。

四

「
惇
投
」
の
主
人
公
を
苦
し
め
る
「
不
吉
な
塊
」
　
へ
の
処
方
箋
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
前
節
の
言
説
と
食
い
違
う
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
レ
モ
ソ

体
験
の
後
、
主
人
公
が
「
不
吉
な
塊
」
か
ら
、
簡
単
に
脱
出
で
き
た
と
は
思
え

な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
「
不
吉
な
塊
」
は
、
彼
の
観
念
レ
ベ
ル
か
ら
生
理
的
レ

ベ
ル
ま
で
現
が
深
く
張
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、
仮
に

主
人
公
が
世
俗
レ
ベ
ル
で
立
ち
直
っ
て
も
、
「
不
吉
な
塊
」
は
消
失
し
な
い
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
程
、
そ
れ
は
彼
の
本
質
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。し

か
し
、
見
方
を
換
え
て
み
れ
ば
、
彼
は
「
不
吉
な
塊
」
を
放
そ
う
と
し
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
「
心
」
が
そ
れ
に
圧
迫
さ
れ
、
苦
し
ん
で
い
る
の
も
事
実

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
役
に
緊
張
を
も
た
ら
し
、
彼
た
ら
し
め
て
い
る
と
も
言
え

る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
不
吉
な
塊
」
抜
き
で
「
樺
接
」
　
の
世
界
は
成

立
し
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
が
作
品
の
不
可
欠
の
要
素
と
言
う
だ
け
で
は
な
く
、

「
不
吉
な
塊
」
が
作
品
創
造
の
一
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
主
人
公
は
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
自
己
を
自
覚
し
っ
つ
、
逆
に
そ
の

存
在
を
桂
子
に
し
て
語
っ
て
い
る
（
即
ち
、
作
品
化
す
る
）
　
の
で
は
な
い
か
。

（
ま
た
、
そ
れ
が
、
後
日
の
回
想
と
い
う
余
裕
以
外
に
も
、
彼
の
軽
い
語
り
の

調
子
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
）
　
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
、
一
見

散
に
思
え
る
も
の
が
、
こ
の
作
品
の
緊
張
度
・
結
晶
度
を
高
め
て
い
る
。
こ
の

点
を
拡
大
し
て
言
え
ば
、
彼
の
意
識
の
重
層
構
造
、
内
部
の
「
心
」
　
や
「
不
吉

な
塊
」
　
の
関
係
、
は
て
は
彼
の
生
理
や
社
会
的
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら

が
相
乗
効
果
を
起
こ
し
、
作
品
世
界
を
深
化
・
複
層
化
さ
せ
て
い
よ
う
。
故
に
、

結
果
的
に
は
「
私
」
　
の
不
可
思
議
な
追
求
が
、
作
品
中
に
社
会
や
時
代
と
の
交

錯
を
潜
め
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
作
品
は
単
に
、
落
第
生
の
告
白
一

を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
社
会
に
背
を
向
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
　
3
5

は
な
く
、
彷
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
極
的
に
だ
が
、
社
会
や
時
代
と
関
係
し
－

格
闘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

例
え
ば
、
彼
の
お
は
じ
き
や
花
火
へ
の
愛
着
は
、
幼
児
退
行
現
象
に
も
自
閉

的
な
極
私
的
な
行
為
に
も
見
え
る
が
、
「
見
す
ば
ら
し
く
て
美
し
い
も
の
」
　
で
、

自
分
の
触
覚
に
媚
び
て
く
る
も
の
へ
の
実
感
の
底
に
、
彼
の
悲
し
み
が
感
じ
ら

れ
る
。
こ
こ
に
揺
曳
し
て
い
る
の
は
疎
外
感
や
孤
独
感
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

他
者
や
社
会
、
ひ
い
て
は
時
代
が
、
彼
を
取
り
残
し
て
進
ん
で
行
く
の
で
あ
る
。

一
見
、
彼
は
時
代
に
背
を
向
け
て
、
さ
さ
や
か
な
も
の
に
逃
避
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
が
、
彼
は
、
自
分
に
媚
び
て
く
る
と
は
自
己
慰
安
で
あ
る
こ
と
を

知
っ
て
お
り
、
そ
の
知
覚
は
自
己
批
判
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
空
虚
で
宙
ぶ
ら



り
ん
と
の
自
己
認
識
は
、
結
局
は
、
社
会
や
時
代
へ
の
自
身
の
関
わ
り
の
一
つ

の
表
徴
で
あ
る
。
社
会
は
時
代
は
様
々
に
彼
を
傷
つ
け
る
が
、
そ
う
認
識
す
る

こ
と
、
即
ち
、
自
分
の
位
置
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
彼
は
わ
ず
か
に

慰
安
さ
れ
る
。
だ
が
、
彼
は
そ
れ
に
満
足
で
き
ず
、
そ
こ
か
ら
踏
み
出
し
、
何

か
を
求
め
て
彷
復
す
る
。
結
果
と
し
て
、
追
い
立
て
ら
れ
た
彼
は
、
変
身
を
め

ざ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
誠
実
さ
の
証
明
で
あ
り
、
彼
の
持
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
存
在
を
暗
示
し
、
同
時
に
、
作
品
の
読
み
手
を
動
か
す
力
と
な
る
。
つ
ま
り
、

主
人
公
は
、
弱
さ
を
含
め
て
、
自
己
を
凝
祝
し
格
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他

を
動
か
し
て
い
く
。
「
樟
楼
」
　
の
力
の
一
つ
は
こ
れ
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
主
人
公
に
近
い
読
み
手
は
、
そ
ご
に
自
分
の
姿
を
見
る
だ
ろ
う
。

そ
の
時
、
読
み
手
は
主
人
公
を
通
じ
て
、
自
分
自
身
を
知
り
、
彼
と
共
鳴
す
る
。

は
な
は
だ
し
き
場
合
は
、
両
者
は
一
体
化
を
起
こ
す
だ
ろ
う
。
極
端
な
場
合
の

「
樺
様
」
　
の
力
で
あ
る
。

逆
に
、
「
樺
標
」
　
の
主
人
公
の
状
況
と
遠
い
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
作
品
の

力
は
弱
く
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
は
長
編
小
説
と
は
違
い
、
人
生
や

社
会
を
総
体
的
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
人
公
の
あ
る
瞬
間
を
措
い
て

い
る
短
編
小
説
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
瞬
間
は
狭
い
が
深
い
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
、
「
樺
桜
」
は
、
遠
い
読
み
手
に
も
突
き
刺
さ
っ
て
い
く
。

五

最
終
場
面
で
、
主
人
公
は
京
極
を
下
っ
て
行
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
街
を
さ

ま
よ
う
敗
北
者
の
足
取
り
で
は
な
い
。
多
く
の
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
彼
は

「
樺
桜
」
　
の
世
界
を
通
過
す
る
こ
と
で
、
一
種
の
通
過
儀
礼
を
終
え
、
変
身
を

遂
げ
た
の
で
は
な
い
か
。

何
か
に
追
い
立
て
ら
れ
た
彷
復
か
ら
、
レ
モ
ソ
と
遭
遇
し
、
他
と
違
う
自
己

を
造
形
・
確
認
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
さ
さ
い
な
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
の
体
験

に
よ
っ
て
、
彼
は
以
前
と
は
変
わ
っ
た
自
分
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
レ
モ
ソ
を
手
に
し
た
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
大
き
な
力
を
与
え
ら
れ
自

ら
を
変
容
し
得
た
。
そ
の
こ
と
が
、
後
の
彼
を
変
え
る
。
（
同
様
に
、
丸
善
で

の
彼
は
、
小
さ
い
が
第
二
の
変
身
で
あ
る
。
）
だ
が
、
彼
も
レ
モ
ソ
も
、
単
独

の
存
在
で
は
あ
そ
こ
ま
で
力
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
両
者
が
、
あ
る
意
味
で
は

必
然
的
に
出
会
っ
て
、
相
乗
的
に
両
者
が
変
容
し
、
互
い
に
「
意
味
」
を
持
ち

合
い
、
や
が
て
は
「
場
」
そ
の
も
の
を
も
変
容
し
得
る
力
を
持
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
現
象
は
究
極
的
に
は
謎
で
あ
る
。
だ
が
、
征
は
不
審
感
を
持
ち
な
が
ら

も
、
感
嘆
し
受
け
取
る
。
そ
の
時
、
レ
モ
ソ
は
触
媒
と
し
て
の
力
を
持
つ
。
し

か
も
、
征
は
、
一
種
の
力
を
宿
す
「
依
代
」
　
の
機
能
を
果
た
す
も
の
と
し
て
、

レ
モ
ン
を
受
け
止
め
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
を
「
不
吉
な
塊
」
か
ら
解
放
し
、

幸
福
た
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
は
様
々
な
名
前
が
付
け
ら
れ
よ
う
。
問
題
は
、

そ
れ
が
「
触
媒
」
、
ひ
い
て
は
「
依
代
」
の
如
き
扱
能
と
し
て
レ
モ
ソ
に
発
現

し
、
彼
が
純
化
・
浄
化
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
、
（
愕
桜
）
は
林
漬
菜

①

氏
の
言
う
如
く
、
「
全
世
界
の
重
さ
軽
さ
す
べ
て
の
善
悪
美
醜
を
吸
収
し
て
停

接
は
世
界
に
吃
立
す
る
」
　
の
で
あ
る
。
と
共
に
、
こ
の
人
悸
提
）
は
一
種
の
恩
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寵
の
如
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
苦
し
む

主
人
公
の
特
権
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
後
に
丸
善
で
レ
モ
ソ
を

使
っ
て
、
今
度
は
世
界
を
変
容
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
自
ら
が
浄
化

さ
れ
て
、
初
め
て
、
世
界
は
新
し
い
「
意
味
」
　
へ
の
道
を
開
く
。
言
い
換
え
れ

ば
、
（
愕
標
）
は
新
し
い
世
界
を
創
造
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
が
、
彼
の
表
現
の
秘
密
を
解
明
す
る
一
端
で
は
な
い
か
。
他
者

が
容
易
に
真
似
で
き
な
い
の
は
、
そ
れ
が
「
不
吉
な
塊
」
　
に
苦
し
み
、
解
体
し

統
合
す
る
自
己
を
摂
祝
し
続
け
る
者
に
の
み
、
可
能
な
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
単
に
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、
苦
悩
か
ら
浄
化
さ
れ
る
、
い
わ
ば
凝

縮
し
た
生
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
す
べ
て
－
矛
盾
し
て
働
く
感
性
や
心

の
動
き
な
ど
を
含
む
ー
が
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
分
裂
し
融
合
す
る
者

の
み
が
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
表
わ
せ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
樺
標
」
　
の
表
現
で
あ

る
。彼

は
自
分
の
想
像
の
現
実
化
を
、
即
ち
、
想
像
物
を
見
る
こ
と
（
実
現
す
る

こ
と
）
　
を
執
拗
に
求
め
る
。
と
共
に
、
あ
る
瞬
間
に
「
触
媒
」
（
「
依
代
」
）
　
が

現
前
化
し
て
、
主
人
公
を
救
済
す
る
恩
寵
と
し
て
存
在
す
る
。
作
品
中
に
主
人

公
の
問
い
か
け
の
答
え
が
な
く
と
も
、
読
み
手
に
衝
撃
と
共
感
を
与
え
る
の
も
、

そ
れ
故
で
あ
る
。

別
の
面
か
ら
言
え
は
、
「
棒
様
」
　
の
表
現
は
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
よ
っ
て
、
生

の
振
幅
を
増
大
し
解
体
・
融
合
す
る
存
在
と
、
あ
る
時
は
彼
を
慰
め
輝
か
す
が
、

時
と
し
て
逆
に
、
底
に
引
き
ず
り
こ
も
う
と
す
る
感
性
と
の
攻
め
ぎ
合
い
と
、

恩
寵
的
解
放
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

六

自
明
の
こ
と
だ
が
、
「
樺
標
」
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
　
の
語
り
に
よ
り

話
が
進
展
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
　
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ

の
時
間
系
は
固
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
話
の
主
場
面
で
あ
る
レ
モ
ソ
体
験

－
往
来
か
ら
丸
善
で
の
出
来
事
ま
で
－
を
、
そ
れ
は
語
り
の
時
点
か
ら
言
え
ば

過
去
で
あ
る
が
、
仮
に
作
品
の
「
現
在
」
　
（
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
）
　
と
す
れ
ば
、

過
去
－
現
在
（
レ
モ
ソ
体
験
時
）
－
未
来
（
語
り
の
時
点
）
　
と
、
作
品
は
語
り

の
主
な
対
象
と
し
て
、
「
現
在
」
を
中
心
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
「
私
」
　
は
作
中
で
自
在
に
過
去
（
厳
密
に
言
え
ば
過
去
の
過
去
）
　
を
持

ち
だ
し
、
「
現
在
」
を
語
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
未
来
－
現
在
と
繋
が
り

得
る
未
来
－
か
ら
の
語
り
も
混
入
し
て
い
る
。
こ
の
時
間
的
に
膠
着
し
て
い
な

い
語
り
の
構
造
は
、
作
品
の
内
容
と
相
関
関
係
に
あ
り
、
互
い
に
機
能
し
合
っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、
内
容
的
に
は
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
苦
し
む
「
私
」
が
、
レ
モ
ソ
の

存
在
に
よ
り
高
揚
し
、
「
心
」
　
の
不
可
思
議
さ
を
発
見
し
、
自
己
を
統
合
・
浄

化
し
、
想
像
に
よ
り
、
や
が
て
世
界
を
変
容
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
、
レ
モ
ソ

体
験
の
特
異
さ
を
考
慮
す
る
に
し
て
も
、
絶
対
的
な
一
過
性
の
も
の
と
は
言
い

切
れ
な
い
。
回
想
時
（
相
対
的
に
は
未
来
）
　
で
は
、
「
不
吉
な
塊
」
　
に
レ
モ
ソ

体
験
時
は
ど
苦
し
め
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
が
、
そ
の
再
度
の
跳
梁
が
な
い
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こ
と
を
誰
が
保
証
で
き
よ
う
か
。
「
心
」
　
の
不
可
思
議
さ
を
知
る
主
人
公
で
あ

れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
可
能
性
と
し
て
は
、
何
度
で
も
起
こ
り

う
る
と
い
う
循
環
可
能
の
話
で
あ
り
、
時
間
的
に
も
行
っ
た
り
来
た
り
の
往
還

す
る
物
語
と
見
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
言
え
は
、
「
不
吉
な
塊
」
が
根
を
張
っ
て
い
る
「
現
在
」
　
の
状
態

は
、
未
来
に
お
い
て
も
、
彼
の
受
け
止
め
方
に
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、
「
不

吉
な
塊
」
が
存
在
す
る
以
上
、
（
現
在
）
な
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
同
様

に
「
現
在
」
も
レ
モ
ソ
体
験
に
よ
る
「
心
」
　
の
超
出
で
、
「
過
去
」
・
「
未
来
」

と
繋
が
り
、
起
こ
り
得
る
可
能
性
に
よ
っ
て
、
「
未
来
」
が
「
現
在
」
　
に
、
か

つ
、
回
想
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ト
の
力
に
よ
っ
て
、
「
過
去
」
　
に
通
じ
得
る
の
で

は
な
い
か
。
こ
の
可
逆
性
に
「
心
」
が
重
な
る
。
そ
の
時
、
時
間
は
作
品
を
支

配
す
る
の
で
は
な
く
、
新
た
な
地
平
を
拓
い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
比
喰
的

に
言
え
ば
、
「
心
」
が
時
間
を
超
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
挿
接
」
と

い
う
作
品
世
界
の
時
間
が
、
「
私
」
　
と
同
様
、
自
在
に
解
体
し
融
合
し
得
る
可

能
性
を
潜
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
作
品
内
部
が
流
動
し
て
い
る
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
主
人
公
が
交
錯
し
得
る
、
ひ
い
て
は
、

作
品
と
読
み
手
が
交
流
し
得
る
「
場
」
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
「
樺
桜
」

の
力
を
生
む
一
つ
の
特
色
で
あ
ろ
う
。

作
品
最
終
部
で
、
「
私
」
は
京
極
通
り
を
下
っ
て
行
く
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で

は
、
レ
モ
ソ
体
験
は
一
回
の
も
の
だ
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
心
」
　
の
レ
ベ

ル
で
は
、
可
能
性
と
し
て
何
度
で
も
起
こ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、

単
に
記
憶
と
い
う
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
「
心
」
と
「
不
吉
な
塊
」
　
の

厳
し
い
相
克
が
再
現
さ
れ
れ
ば
、
再
び
、
「
触
媒
」
（
「
依
代
」
）
と
し
て
の
（
樺

接
）
が
登
場
し
て
く
る
の
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
不
吉
な
塊
」

や
「
心
」
が
存
在
し
、
か
つ
、
相
関
的
に
解
体
・
融
合
す
る
自
己
の
運
動
が
存

在
す
る
限
り
、
「
私
」
は
「
触
媒
」
（
「
依
代
」
）
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
（
樺

積
）
と
遭
遇
し
て
、
自
ら
を
変
化
さ
せ
、
新
た
な
世
界
を
見
せ
得
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
、
我
々
人
間
存
在
の
「
自
由
」
だ
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
そ

の
時
、
彼
の
感
性
は
、
従
来
、
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
絶
対
の
支
配
者
で
は

な
い
。
自
己
へ
の
凝
視
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
彷
捏
・
憂
鬱
へ
の
自
覚
と
変
容

へ
の
要
求
の
深
さ
が
共
存
・
共
振
す
れ
ば
、
突
破
口
と
し
て
の
「
触
媒
」
　
（
「
依

代
」
）
　
が
、
幸
福
（
生
）
　
の
表
象
と
し
て
「
私
」
　
の
求
め
に
応
じ
て
姿
を
表
す

の
で
は
な
い
か
。

逆
説
的
に
言
え
ば
、
「
触
媒
」
　
（
「
依
代
」
）
を
得
る
と
い
う
不
幸
に
耐
え
る
勇

気
を
持
て
は
、
レ
モ
ソ
は
（
惇
按
）
と
化
す
可
能
性
が
あ
る
。
主
人
公
は
、
己

が
不
幸
に
耐
え
待
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
を
挺
祝
し
っ
つ
の
、
想
像
力
を
最

大
限
に
研
ぎ
泣
ま
せ
な
が
ら
の
態
勢
で
あ
る
。

仮
に
、
こ
こ
で
梶
井
自
身
を
持
ち
出
す
な
ら
ば
、
「
叡
山
の
話
」
　
に
措
か
れ

た
よ
う
な
狂
乱
は
、
ど
う
や
ら
一
時
期
に
噴
出
し
た
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。
筏

①

の
書
簡
か
ら
、
そ
う
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
。
だ
が
、
「
持
投
」
　
の
テ
ク
ス
ト

で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
不
分
明
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
は
レ
モ
ソ
体
験
と
そ
の
前

後
と
い
う
時
間
域
を
出
な
い
。
し
か
し
、
比
喰
的
に
言
え
は
、
前
述
し
た
よ
う
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に
、
時
間
は
そ
の
限
ら
れ
た
中
で
「
自
由
」
な
の
で
あ
り
、
か
つ
、
彷
復
し
凝

祝
し
踏
み
出
す
自
己
を
抱
え
る
者
に
、
世
界
を
変
容
さ
せ
る
道
を
開
き
、
新
た

な
「
意
味
」
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

七

以
上
の
考
察
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

「
梓
積
」
の
力
と
は
、
「
私
」
－
内
部
に
「
不
吉
な
塊
」
や
「
心
」
を
含
む

ー
と
い
う
不
可
思
議
な
存
在
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
偶
然
の
よ
う
に
見
え
る
が
必

然
的
な
求
め
（
変
容
へ
の
自
己
要
求
）
に
応
じ
て
、
突
如
と
し
て
訪
れ
た
「
触

媒
」
（
「
依
代
」
）
と
し
て
の
（
樺
様
）
に
よ
り
、
新
た
に
「
意
味
」
を
得
て
自

己
や
世
界
を
変
容
さ
せ
、
主
人
公
の
統
合
と
い
う
「
場
」
を
形
成
す
る
、
と
同

時
に
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
循
環
可
能
な
時
間
の
自
在
さ
と
相
ま
っ
て

の
、
種
々
の
ベ
ク
ト
ル
の
複
合
体
（
表
現
体
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

表
現
は
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
含
む
、
一
人
の
人
間
の
生
の
凝
縮
か
ら
生

み
出
さ
れ
、
語
り
手
の
想
像
力
に
よ
り
、
豊
か
で
、
か
つ
軽
快
な
も
の
と
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
以
外
の
も
の
か
ら
も
「
樺
様
」
　
の
力
は
生
じ
よ
う
が
、
こ

れ
ら
が
主
軸
と
な
り
、
「
棒
接
」
と
い
う
作
品
世
界
が
作
ら
れ
、
読
み
手
を
揺

さ
ぶ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

再
度
言
え
ば
、
こ
の
時
、
主
人
公
は
自
分
の
位
置
を
自
覚
し
て
い
る
。
そ
の

自
覚
は
「
瀬
山
の
話
」
の
よ
う
に
、
演
技
す
る
自
分
と
距
離
を
置
い
て
の
も
の

で
は
な
い
。
結
果
的
に
は
、
対
象
と
一
体
化
し
て
融
合
す
る
自
己
と
し
て
の
位

匿
を
、
や
が
て
、
自
己
の
変
容
を
も
自
覚
す
る
。
そ
こ
で
の
彼
は
、
擬
祝
し
っ

つ
融
合
す
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
間
が
彼
を
包
ん
で
い
る
。
時
間
を
支

配
し
て
い
る
と
言
う
よ
り
は
、
時
間
と
共
に
在
る
と
言
っ
た
方
が
良
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
彼
は
、
可
能
性
と
し
て
、
（
樺
接
）
の
出
現
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

凝
縮
さ
れ
た
「
生
」
を
原
動
力
に
、
そ
れ
ら
が
的
確
で
華
麗
な
描
写
で
彩
ら
れ
、

作
品
に
、
よ
り
不
可
思
議
に
し
て
真
撃
で
豊
か
な
世
界
が
広
が
り
、
読
み
手
の

日
を
魅
惑
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
停
壕
」
　
の
描
写
の
魅
力
が
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
点
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
作
品
が
「
瀬
山
の
話
」
　
か
ら
生
ま
れ

た
こ
と
は
確
か
に
し
て
も
、
「
搾
様
」
は
「
瀬
山
の
話
」
を
超
え
て
別
の
も
の

に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
「
樺
様
」
は
「
瀬
山
の
話
」
　
の
一
部
の
独

立
で
も
翻
訳
で
も
な
い
。
こ
の
作
品
は
自
立
し
て
存
在
を
主
張
し
て
お
り
、
そ

れ
は
、
作
者
で
あ
る
梶
井
も
認
め
て
い
よ
う
。
そ
の
証
拠
に
、
梶
井
は
「
樺
接
」

を
世
に
送
り
出
す
が
、
母
胎
と
な
っ
た
「
瀬
山
の
話
」
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
、

梶
井
の
生
存
中
、
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
樺
積
」
は
、
前
述
の
も
の
を
中
心
と
し
て
鮮
明
に
さ
れ
る
独
自
の
世
界
、

あ
た
か
も
三
次
元
の
方
向
軸
が
形
成
す
る
「
場
」
　
の
「
劇
」
　
（
ド
ラ
マ
）
　
と
し

て
、
吃
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
注
］

①
　
棚
田
輝
嘉
「
物
語
へ
の
意
志
－
梶
井
基
次
郎
（
棒
接
）
－
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
平

8
・
5
）

②
　
梶
井
の
作
品
に
表
れ
た
感
性
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
考
が
あ
る
が
、
特
に
磯
貝
英
夫
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氏
の
次
の
論
考
に
多
く
の
教
示
を
得
た
。

磯
貝
英
夫
「
感
性
の
形
式
－
梶
井
基
次
郎
」
（
『
国
文
学
』
　
平
2
・
6
）

③
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
古
閑
章
氏
の
考
察
が
詳
し
く
、
ま
た
、
鈴
木
貞
美
氏
の
考
案

に
も
参
照
す
べ
き
点
が
多
い
。

古
閑
章
『
梶
井
基
次
郎
研
究
』
（
お
う
ふ
う
　
平
6
・
n
）

鈴
木
貞
美
『
年
表
作
家
読
本
－
梶
井
基
次
郎
』
（
河
出
書
房
新
社
　
平
7
・
1
0
）

㊤
　
以
下
、
梶
井
の
作
品
の
本
文
引
用
は
、
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
（
筑
摩
書
房
　
昭
望

（り（り⑥⑤
に
拠
る
。
そ
の
際
、
漢
字
は
新
字
体
に
直
し
た
。

『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
　
梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
』
（
角
川
書
店
　
昭
和
5
7
・
1
）

注
⑤
に
同
じ
。

宮
内
豊
「
熔
桜
と
爆
弾
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
　
昭
現
・
9
）

こ
の
点
に
関
し
て
、
林
淑
美
氏
は
「
全
世
界
の
重
さ
軽
さ
す
べ
て
の
善
悪
美
醜
を
吸

収
し
て
枠
種
は
世
界
に
吃
立
す
る
。
そ
れ
は
『
私
』
の
（
志
向
性
）
に
満
ち
た
世
界
の

象
徴
で
あ
り
、
即
ち
『
私
』
の
（
自
我
）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
る
。
「
樺
桜
は

世
界
に
吃
立
す
る
」
、
及
び
「
世
界
の
象
徴
」
と
の
見
解
に
、
筆
者
も
賛
同
の
立
場
に

あ
る
。
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林
淑
美
「
現
象
学
の
近
代
－
梶
井
基
次
郎
の
場
合
－
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
平
6
・
1
0
）

⑨
　
大
正
1
2
年
1
月
3
日
の
梶
井
の
書
簡
参
照
。

－
　
ふ
じ
む
ら
・
た
け
し
、
安
田
女
子
大
学
助
教
授
　
－




