
転
向
諭
に
お
け
る
「
記
者
的
姿
勢
」
　
（
下
）

－
　
磯
田
光
一
『
比
較
転
向
諭
序
説
』
　
の
戦
略
の
脱
政
治
性
　
－

（
承
前
）

六
　
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
と
い
う

テ
ク
ス
チ
ャ
ル
な
亀
裂

本
節
で
は
ま
ず
、
平
野
の
島
崎
藤
村
論
の
「
人
生
の
従
軍
記
者
」
を
め
ぐ
る

記
述
に
つ
い
て
磯
田
が
行
っ
た
興
味
深
い
分
析
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

る
。
こ
の
分
析
に
お
い
て
磯
田
は
い
わ
ば
「
ロ
マ
ソ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ア
イ
ロ
ニ
ー
」

と
呼
び
う
る
も
の
と
平
野
に
お
け
る
そ
れ
の
処
理
方
法
と
の
二
つ
に
触
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
人
生
の
従
軍
記
者
」
と
い
う
概
念
規
定
が
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
「
従
軍
」
と
「
記
者
」
と
が
統
一
概
念
と
し
て
接
合
さ
れ
る
と

き
、
戦
闘
の
不
可
能
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
実
践
の
無
効
性
を
記
者
的

姿
勢
に
よ
っ
て
補
塀
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
お
か
つ
そ
こ
に
従
軍
の
幻

想
を
抱
き
う
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
る
。
こ
の
幻
想
は
、
一
部
の
左
翼
文

柳

　

瀬

　

善

　

治

学
者
に
よ
っ
て
は
、
全
き
な
ま
で
に
温
存
さ
れ
た
が
、
平
野
の
歩
み
の
特

殊
性
は
、
こ
の
幻
想
を
崩
壊
さ
せ
る
現
実
の
力
と
絶
え
ず
意
識
的
に
向
き

合
っ
て
い
た
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
P
響

つ
ま
り
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
行
為
の
不
可
能
性
を
、
「
記
者
的
姿
勢
」

ハ
‖
Y

と
い
う
、
い
わ
ば
（
不
在
の
超
越
的
審
級
）
と
の
想
像
的
関
係
で
補
填
す
る
こ

と
で
、
「
従
軍
の
幻
想
」
、
実
際
に
は
自
分
が
行
っ
て
は
い
な
い
行
為
に
自
分
が

参
加
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
幻
想
が
温
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
先
立
つ
部
分
で
、
磯
田
は
平
野
の
『
破
戒
』
論
は
「
文
学
的
な
自
己

主
張
を
な
し
と
げ
た
島
崎
藤
村
の
姿
を
、
当
時
の
平
野
自
身
の
あ
り
方
と
し
て
、

描
い
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
は
藤
村
論
に
「
実
践

者
の
自
己
確
立
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
「
日
常
性
」
を
巡
る
平

〈14）

野
の
問
い
を
読
み
込
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

前
衛
意
識
に
貫
か
れ
た
「
実
践
者
の
自
己
確
立
」
、
そ
れ
を
支
え
る
「
幻
想

を
崩
壊
さ
せ
る
現
実
の
力
」
を
、
平
野
は
論
理
に
組
み
込
ん
で
い
た
と
い
う
の



が
磯
田
の
論
の
骨
子
で
あ
る
。

で
は
、
磯
田
が
平
野
に
見
た
「
現
実
の
力
」
と
は
、
平
野
の
言
説
の
な
か
で

ど
の
よ
う
な
読
み
と
関
わ
り
、
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
、
ま
た
磯
田
は
ど
の
よ

う
に
そ
れ
を
読
み
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
比
較
転
向
論
序
説
』
で
は
十
全
に
述
べ
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
、
平
野
の

言
説
の
島
崎
藤
村
の
テ
ク
ス
チ
ャ
ル
な
具
体
的
な
読
み
に
関
わ
る
部
分
と
磯
田

が
「
現
実
の
力
」
と
し
て
抽
象
し
た
も
の
と
の
関
係
は
、
『
戦
後
批
評
家
論
』

（
昭
和
四
十
四
年
九
月
　
河
出
書
房
新
社
）
　
の
平
野
謙
論
（
初
出
　
『
文
芸
』

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
号
）
　
に
そ
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。

磯
田
は
、
「
現
実
の
力
」
を
、
『
戦
後
批
評
家
論
』
の
「
平
野
謙
論
」
　
で
は
、

「
平
野
が
の
ぞ
き
見
た
現
実
の
ね
じ
れ
」
（
P
8
3
　
傍
点
原
文
）
と
呼
ぶ
。
そ

れ
は
具
体
的
実
践
の
レ
．
ベ
ル
で
は
「
昭
和
八
年
の
リ
ソ
チ
共
産
党
事
件
」

（
P
8
1
）
　
で
あ
ら
わ
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
そ
の
事
件
で
「
平
野
の
「
夢
」
が
座

礁
を
し
い
ら
れ
た
」
と
い
う
。
そ
れ
は
「
「
社
会
主
義
と
抵
触
す
る
こ
と
の
な

い
最
高
度
の
個
人
主
義
」
を
め
ざ
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
「
党
」
は
い
う

な
れ
ば
、
彼
の
「
夢
」
を
実
現
す
る
た
め
の
た
だ
一
つ
の
存
在
で
あ
っ
た
」

（
P
8
2
）
　
と
さ
れ
る
。

し
か
し
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
い
つ
し
か
「
憎
悪
の
宗
教
」
　
に
転
化
し
、
党

が
「
憎
悪
の
教
会
」
と
し
て
の
相
貌
を
呈
し
は
じ
め
る
と
き
、
理
想
主
義

者
は
ど
の
よ
う
な
苦
痛
を
し
い
．
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
こ
で
現
実

の
亀
裂
を
見
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
て
し
ま
っ
た

か
ぎ
り
、
彼
は
も
は
や
以
前
の
彼
に
も
ど
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
中

略
）
文
学
は
幻
滅
と
苦
い
悔
恨
か
ら
生
ま
れ
る
、
と
い
っ
て
い
い
す
ぎ
な

ら
ば
、
理
想
主
義
に
亀
裂
が
生
じ
る
の
を
見
た
と
き
、
人
は
そ
の
苦
渋
を

代
供
と
し
て
「
文
学
」
　
に
関
わ
る
端
緒
を
手
に
入
れ
る
、
と
い
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
「
実
践
」
　
の
幻
影
が
座
礁
を
し
い
ら
れ
た
と
き
、
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
政
治
の
論
理
か
ら
断
絶
し
た
個
人
の
暗
い
深
遠
の
底
で
、

平
野
は
初
め
て
正
当
に
文
学
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
（
P
8
3
）

平
野
が
見
た
と
せ
れ
る
「
理
想
主
義
」
の
「
亀
裂
」
、
「
実
践
」
．
の
「
座
礁
」

は
、
磯
田
の
こ
の
文
脈
で
は
、
「
現
実
」
．
を
表
象
で
き
な
い
「
党
」
と
い
う
表

象
装
置
へ
の
幻
滅
と
い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

七
　
「
形
象
の
亀
裂
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析

で
は
、
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
や
「
亀
裂
」
は
、
ど
の
よ
う
に
平
野
の
言
説
の

な
か
で
顕
在
化
す
る
の
か
。
磯
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

そ
れ
は
本
人
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
批
評
家
で
は

「
作
品
の
読
み
」
　
の
ね
じ
れ
と
し
て
、
い
つ
か
は
あ
ら
わ
れ
ず
に
は
い
な

い
も
の
で
あ
る
。
1
0
年
後
に
は
そ
の
ね
じ
れ
は
『
新
生
』
や
『
暗
夜
行
路
』

の
読
み
方
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
ね
じ
れ
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

（
P
8
3
）

つ
ま
り
、
磯
田
は
、
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
と
い
う
の
は
、
平
野
の
批
評
家
と
し

て
の
社
会
的
実
践
、
「
作
品
の
（
テ
ク
ス
チ
ャ
ル
な
）
読
み
」
に
関
わ
っ
て
表
象



さ
れ
る
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
本
人
が
意
識
す
る
と
し

な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
」
「
い
つ
か
は
あ
ら
わ
れ
る
」
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、

言
説
の
細
部
に
露
呈
し
た
無
意
識
の
部
分
に
こ
そ
、
そ
の
言
説
が
属
す
社
会
的

政
治
的
関
係
性
の
特
定
の
差
別
的
系
－
い
わ
ゆ
る
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
－
が

隠
蔽
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
磯
田
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
平
野
の
読
み
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
を
、
磯
田
は
ど
の
よ
う
に
分
析

し
て
い
る
か
。

（
A
）
　
そ
こ
に
は
全
く
世
間
と
い
う
も
の
か
ら
離
れ
た
静
け
さ
が
あ
っ
た
。

底
青
い
空
の
方
か
ら
射
し
て
く
る
四
月
の
光
が
二
人
の
眼
前
に
落
ち
て

い
た
。
岸
本
は
自
分
の
右
の
手
を
節
子
の
左
の
手
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、

日
の
あ
た
っ
た
墓
石
の
間
を
極
く
静
か
に
歩
い
た
。
あ
た
か
も
、
こ
の

世
な
ら
ぬ
夫
婦
の
よ
う
な
親
し
み
が
黙
し
勝
ち
に
歩
い
て
い
る
節
子
の

手
を
通
し
て
岸
本
の
胸
に
伝
わ
っ
て
き
た
。
（
島
崎
藤
村
『
新
生
』
傍

点
引
用
老
－
こ
れ
は
磯
田
の
コ
メ
ソ
ト
で
あ
る
。
ま
た
磯
田
の
引
用

は
、
現
代
仮
名
遣
い
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

筆
者
注
－
）

（
B
）
な
ん
と
い
う
哀
切
な
光
景
で
あ
ろ
う
。
過
去
、
未
来
の
時
間
は
そ

こ
で
断
ち
切
ら
れ
、
し
ば
し
の
や
す
ら
い
を
楽
し
む
罪
深
い
男
女
の
姿

は
、
そ
の
ま
ま
お
の
が
じ
し
業
苦
を
背
負
う
人
間
の
悲
し
き
性
を
忍
ば

せ
る
。
こ
こ
に
射
す
日
は
四
月
の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
う
す
ら
日
の
あ

た
る
十
一
月
の
小
春
日
和
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
歩
く
二
人
は

ほ
ん
と
に
め
し
い
た
も
の
同
士
の
そ
ぞ
ろ
歩
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
平
野
謙
『
島
崎
藤
村
』
　
傍
点
引
用
者
－
こ
れ
も
ま
た
磯
田
の
コ
メ

ソ
ト
で
あ
る
。
筆
者
注
－
）

島
崎
藤
村
の
見
た
「
四
月
の
光
」
は
、
平
野
の
目
に
は
す
で
に
ま
ぷ
し

す
ぎ
る
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
う
す
ら
日
の
あ
た
る
十
一

月
」
　
の
光
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
　
（
傍
点
原
文
…
引
用
老
）
。
そ
し
て
こ
の

「
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
感
性
と
対
象
と
の
ね
じ
れ
こ
そ
、
平
野
の

見
た
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
　
の
反
映
以
外
の
何
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
は
夢
を

裏
切
っ
て
い
く
。
（
P
8
4
　
傍
線
筆
者
）

島
崎
藤
村
の
テ
ク
ス
ト
の
「
底
青
い
空
の
方
か
ら
射
し
て
く
る
四
月
の
光
」

と
い
う
表
現
は
、
平
野
の
批
評
的
言
説
に
お
い
て
、
「
業
苦
を
背
負
う
人
間
の

悲
し
き
性
」
を
象
徴
す
べ
き
「
う
す
ら
日
の
あ
た
る
十
一
月
の
小
春
日
和
」
　
へ

と
強
引
に
誤
読
さ
れ
て
い
る
。
「
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
語
句
に
端
的
に

露
呈
す
る
、
「
本
人
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
」
あ
ら
わ
れ
る

平
野
の
読
み
の
実
践
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
は
、
磯
田
に
よ
っ
て
、
「
感
性
と
対

象
の
ね
じ
れ
」
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
「
平
野
の
見
た
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
　
の

反
映
」
、
つ
ま
り
平
野
の
置
か
れ
た
政
治
的
関
係
性
の
歪
み
ー
政
治
的
実
践
か

ら
の
挫
折
と
そ
の
文
学
に
よ
る
補
填
－
と
そ
の
表
象
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
、

把
捉
さ
れ
る
。

「
平
野
の
見
た
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
　
の
反
映
」
は
、
単
な
る
「
現
実
」
　
の
機

械
論
的
な
反
映
で
は
な
く
、
彼
の
読
み
の
実
践
に
お
け
る
形
象
配
置
化



（
c
O
n
f
i
g
u
r
a
t
i
O
n
）
　
の
ね
じ
れ
、
い
わ
ば
、
「
業
苦
を
背
負
う
人
間
の
悲
し
き

性
」
「
哀
切
な
光
景
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ソ
に
露
呈
す
る
、
「
情
動
の
転
移
」

＝
t
r
a
n
S
f
e
r
 
d
u
巴
訂
c
t
と
、
「
四
月
」
か
ら
「
十
一
月
」
　
へ
の
、
「
移
動
」
＝

d
e
p
－
a
c
e
m
e
n
t
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ソ
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、
こ
こ
で
機
能
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
社
会
的
矛
盾
の
単
な
る
機
械

的
な
副
産
物
で
は
な
く
、
社
会
的
矛
盾
を
包
摂
し
管
理
し
想
像
的
に
解
決
す
る

（15）

と
い
う
、
ま
さ
に
機
略
縦
槙
の
戦
略
」
な
の
で
あ
る
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
「
感
性
と
対
象
の
ね
じ
れ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、

先
に
触
れ
た
、
三
好
行
雄
の
『
作
品
論
の
試
み
』
の
内
の
『
赤
蛙
』
論
で
述
べ

ら
れ
た
、
島
木
健
作
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
不
満
、
「
観
念
と
形
象
と
の
亀
裂
」
　
に

ゆ
る
や
か
に
対
応
す
る
。

つ
ま
り
、
島
木
傑
作
を
論
じ
た
と
き
と
は
違
い
、
磯
田
は
、
平
野
の
論
に
対

し
て
は
、
形
象
に
走
る
「
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
と
の
ズ
レ
」
　
の
亀
裂
を

き
ち
ん
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

無
論
、
三
好
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
「
読
者
が
赤
蛙
の
動
作
に
見
る
の

は
感
性
の
映
像
と
い
う
よ
り
、
よ
り
多
く
が
観
念
の
映
像
」
　
で
あ
る
と
言
う
不

満
で
あ
り
、
そ
の
不
満
は
「
（
私
）
　
の
い
う
（
感
じ
）
が
説
明
に
よ
っ
て
で
は

な
く
、
描
写
に
よ
っ
て
、
事
実
の
重
さ
を
じ
ゅ
う
ぷ
ん
に
伝
え
る
感
性
の
像
と

し
て
え
が
か
れ
て
い
る
か
」
、
そ
れ
に
よ
り
テ
ク
ス
ト
が
「
小
説
世
界
の
牢
固

な
客
観
性
」
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
、
三
好
が
小
説
表
象
に
与
え
る
あ
る
種

（16）

の
規
範
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
好
に
お
い
て
は
、
「
小
説
世
界
の
牢
固
な
客
観
性
」
と
い
う
（
規
範
）
－
こ

れ
も
あ
る
種
の
人
文
学
）
の
（
政
治
）
に
対
す
る
自
律
性
へ
の
信
頼
で
あ
る
－

が
、
「
語
る
も
の
と
語
ら
れ
る
も
の
と
の
ズ
レ
」
を
最
終
的
に
ふ
さ
ぐ
も
の
と

し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

磯
田
の
場
合
に
は
、
「
う
す
ら
日
の
当
た
る
十
一
月
の
光
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
　
と
い
う
「
語
る
も
の
」
　
に
露
呈
す
る
平
野
の
「
感
性
」
　
（
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
「
ま
ぷ
し
す
ぎ
る
も
の
」
を
拒
む
読
み
の
感
性
を
成
立
さ
せ
た
政
治
的
挫

折
）
　
と
、
実
際
に
読
み
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
島
崎
藤
村
の
テ
ク
ス
ト
、
「
四

月
の
光
」
　
と
い
う
「
語
ら
れ
る
も
の
」
（
読
み
を
裏
切
っ
て
再
現
前
し
て
い
る

も
の
）
　
と
の
ズ
レ
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
「
感
性
の
像
」
が
「
じ
ゅ
う
ぷ

ん
に
」
描
か
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
判
断
を
こ
こ
で
磯
田
は
取
っ
て
い
な
い
。

「
感
性
と
対
象
と
の
ね
じ
れ
」
が
そ
の
裏
に
政
治
的
挫
折
と
倫
理
的
態
度
を

フ
ロ
イ
ト
的
な
意
味
で
「
圧
縮
」
し
た
形
で
隠
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
磯
田

の
読
み
の
態
度
で
あ
り
、
ま
た
批
評
家
と
し
て
の
社
会
的
実
践
な
の
で
あ
る
。

八
　
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
か
ら
「
現
実
の
力
」
　
へ

た
だ
し
、
磯
田
は
、
三
好
が
島
木
論
を
は
じ
め
と
す
る
「
作
品
論
」
　
で
施
し

た
の
と
は
違
う
形
で
、
平
野
の
言
説
の
「
ね
じ
れ
」
を
隠
蔽
し
、
か
つ
そ
れ
を

反
論
不
能
な
形
で
（
物
象
化
V
 
L
、
（
想
像
的
に
解
決
）
す
る
。

磯
田
は
、
「
う
す
ら
日
の
当
た
る
十
一
月
の
」
光
景
を
、
「
い
う
な
れ
は
「
末

期
の
眼
」
　
に
映
っ
た
人
生
の
遠
景
」
（
P
8
5
）
　
と
呼
び
、
そ
れ
を
『
日
本
の
テ



ロ
リ
ス
ト
』
に
お
け
る
「
死
を
覚
悟
し
た
末
期
の
眼
に
映
る
自
然
の
美
し
き
を

詠
嘆
す
る
」
　
テ
ロ
リ
ス
ト
村
木
源
次
郎
の
「
つ
ぶ
や
き
」
　
に
触
発
さ
れ
て
発
せ

ら
れ
た
「
こ
れ
が
日
本
思
想
の
源
流
な
の
か
」
（
P
8
5
）
　
と
い
う
平
野
の
「
つ

ぶ
や
き
」
を
引
用
し
な
が
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
東
洋

的
な
虚
無
」
「
無
限
の
哀
愁
を
た
た
え
た
、
あ
の
東
洋
の
青
空
」
（
P
8
6
）
と
規

定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
磯
田
は
、
そ
の
す
ぐ
後
で
、
「
そ
れ
は
西
欧
的
な
意
味
に
お
け

る
「
神
」
　
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
「
東
洋
的
諦
観
」
と
い
う
概
念
規

定
の
う
ち
に
お
さ
ま
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
」
「
人
間
を
も
含
む
万
物
を
絶

え
間
な
く
滅
ぼ
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
「
あ
る
力
」
　
へ
の
予
感
」
「
人
間
の
あ
ら

ゆ
る
営
み
を
滅
ぼ
し
去
っ
て
し
ま
う
不
気
味
な
　
〝
大
い
な
る
も
の
の
手
“
の
影
」

（
P
8
6
）
　
と
言
い
直
す
こ
と
で
、
「
「
末
期
の
眼
」
　
に
映
っ
た
人
生
の
遠
景
」
が
、

「
東
洋
的
な
も
の
」
　
に
限
定
さ
れ
な
い
（
普
遍
的
な
も
の
）
で
あ
る
と
主
張
し

（17）

よ
う
と
し
て
い
る
。

だ
が
、
平
野
の
「
花
田
清
輝
の
笑
い
」
　
に
お
け
る
、
「
藤
村
を
は
じ
め
と
す

る
日
本
文
士
の
カ
ナ
シ
サ
」
「
こ
の
み
じ
め
な
日
本
的
現
実
」
（
P
8
9
）
　
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
を
「
近
代
主
義
の
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
た
暗
い
日
本
の
風
土
の
問
題
」

（
P
抑
）
と
言
い
換
え
、
平
野
の
批
評
的
営
み
を
「
希
有
の
説
得
力
」
（
P
釦
）

を
も
つ
も
の
と
し
て
評
価
す
る
磯
田
の
論
旨
の
な
か
で
は
、
こ
の
普
遍
性
の
強

調
は
、
．
か
え
っ
て
「
無
限
の
哀
愁
を
た
た
え
た
、
あ
の
東
洋
の
青
空
」
　
を
、

「
西
欧
的
神
」
を
越
え
た
全
人
類
的
体
験
と
し
て
特
権
化
し
て
し
ま
う
。

平
野
の
『
破
戒
』
論
と
『
新
生
』
論
と
の
「
落
差
」
　
に
磯
田
は
「
庶
民
的
な

現
実
の
力
へ
の
認
識
の
深
化
」
　
（
P
9
1
）
　
を
見
る
。
だ
が
、
磯
田
の
論
理
は
、

平
野
が
自
己
の
政
治
的
実
践
の
挫
折
を
他
者
の
　
（
誤
読
的
）
　
テ
ク
ス
ト
分
析
の

な
か
に
繰
り
こ
ん
で
表
象
す
る
際
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
、
「
対
象
と
感
性
の

ね
じ
れ
」
を
、
そ
の
ま
ま
「
庶
民
的
現
実
」
そ
の
も
の
の
も
つ
　
「
力
」
　
の
表
象

へ
と
す
り
か
え
、
そ
し
て
そ
の
「
力
」
を
「
深
化
」
し
た
「
認
識
」
と
し
て
組

み
込
ん
だ
平
野
の
言
説
が
も
つ
　
「
力
」
と
し
て
（
物
象
化
）
す
る
ト
リ
ッ
ク
を

成
立
さ
せ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
現
実
の
力
」
は
、
「
人
間
を
も
含
む
万
物
を
絶
え
間
な
く

滅
ぼ
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
「
あ
る
力
」
」
と
論
の
な
か
で
曖
昧
に
癒
着
し
て
い

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
平
野
の
『
島
崎
藤
村
』
　
の
誤
読
の
分
析
に
端
を
発
し
た

「
感
性
と
対
象
の
ね
じ
れ
」
は
、
平
野
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
示
す
「
症
候
」

と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
「
不
気
味
な
　
〝
大
い
な
る
も
の
の
手
L

に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
生
じ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
を
鋭
敏
に
察
知

し
た
（
文
学
者
）
平
野
謙
の
戦
い
と
そ
の
た
め
の
（
戦
略
的
誤
読
）
と
し
て

（
生
産
的
に
）
読
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
こ
の
地
点
ま
で
精
神
の
垂
鉛
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の
眼
に
、
文
学

作
品
の
か
ら
く
り
が
す
べ
て
透
視
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
」
（
P
8
7
）
「
平
野
に

と
っ
．
て
、
「
文
学
」
と
は
、
さ
さ
や
か
な
お
の
れ
の
青
春
の
「
夢
」
を
言
語
に

よ
っ
て
、
救
出
し
、
す
べ
て
を
滅
ぼ
し
去
っ
て
い
く
「
時
」
　
に
対
し
て
、
わ
ず

か
に
も
せ
よ
抗
お
う
と
す
る
試
み
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
　
（
P
8
6
）
。



こ
こ
に
は
、
平
野
の
「
眼
」
を
特
権
化
す
る
視
点
、
そ
し
て
そ
の
試
み
＝
戦

略
で
あ
る
人
文
学
）
　
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
信
頼
が
読
み
取
れ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
磯
田
の
い
う
「
現
実
の
力
」
と
は
平
野
の
島
崎
藤
村
の
誤

読
の
上
に
塗
り
固
め
ら
れ
た
不
在
の
力
の
（
物
象
化
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
誤
読
の
上
塗
り
は
、
「
さ
さ
や
か
な
お
の
れ
の
青
春
の

「
夢
」
を
言
語
に
よ
っ
て
救
出
」
す
る
こ
と
が
八
文
字
）
だ
と
い
う
、
磯
田
自

身
の
「
夢
」
を
、
「
「
末
期
の
限
」
　
に
映
っ
た
人
生
の
遠
景
」
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ

ア
ソ
そ
の
も
の
に
、
（
彼
の
「
情
動
の
転
移
」
　
の
結
果
と
し
て
）
　
い
わ
ば
お
里

を
知
ら
す
形
で
毘
呈
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
夢
の
作
業
」
が

そ
の
「
置
換
と
圧
縮
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
単
語
や
音
節
の
内
容
の
表
象
化
」
と
い

（1。。）

う
加
工
の
際
の
ね
じ
れ
こ
そ
に
顕
在
内
容
を
表
象
す
る
よ
う
に
。

磯
田
の
い
う
「
「
末
期
の
限
」
　
に
映
っ
た
人
生
の
遠
景
」
は
、
藤
村
の
「
底

青
い
空
の
方
か
ら
射
し
て
く
る
四
月
の
光
」
と
も
、
平
野
の
「
う
す
ら
日
の
あ

た
る
十
一
月
の
小
春
日
和
」
と
も
、
端
的
に
ズ
レ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
す
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
。

九
　
「
記
者
的
姿
勢
」
を
め
ぐ
る
偏
向

そ
し
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
さ
さ
や
か
な
お
の
れ
の
青
春
の
「
夢
」

を
言
語
に
よ
っ
て
、
救
出
」
す
る
と
い
う
「
戦
略
」
は
、
実
は
、
磯
田
が
平
野

の
名
の
元
に
批
判
し
た
左
翼
文
学
者
の
「
記
者
的
姿
勢
」
と
思
考
回
路
が
同
じ

で
あ
る
。
つ
ま
り
平
野
の
「
お
の
れ
の
青
春
の
「
夢
」
」
と
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
政
治
的
領
域
で
の
「
戦
闘
の
不
可
能
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
実
践
の
無

効
性
」
を
、
文
学
の
領
域
で
島
崎
藤
村
を
論
じ
る
こ
と
で
、
藤
村
に
「
実
践
者

の
自
己
確
立
」
を
見
、
さ
ら
に
そ
亡
に
「
当
時
の
平
野
自
身
の
あ
り
方
」
を
二

重
写
し
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
そ
の
実
践
は
、
文
学
を
論
じ
て
も
、

政
治
的
な
実
践
者
と
し
て
自
己
を
確
立
で
き
る
と
い
う
「
従
軍
の
幻
想
」
を
補

塀
す
る
こ
と
と
な
ん
ら
か
わ
り
が
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
記
者
的
姿
勢
」
は
、
い
わ
ゆ
る
保
守
派
や
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ

ソ
派
に
も
、
つ
ま
り
は
三
島
由
紀
夫
に
も
、
そ
し
て
「
己
を
敗
残
者
と
見
て
な

お
か
つ
「
夢
」
を
語
る
」
（
P
轡
と
い
う
保
田
興
重
即
に
も
、
「
想
像
力
に
よ

る
「
失
わ
れ
し
も
の
」
　
の
奪
還
」
（
同
上
）
　
を
な
し
た
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
に
も
そ

の
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
三
島
由
紀
夫
に
つ
い
て
は
、
彼
の
晩
年
の
行
動
、
す
な
わ
ち
戦
闘
が

不
可
能
と
知
り
つ
つ
認
識
の
な
か
で
絶
対
を
求
め
た
「
記
者
的
姿
勢
」
＝

「
（
不
在
の
超
越
的
審
級
）
と
の
想
像
的
な
関
係
」
を
称
賛
し
、
左
翼
に
つ
い

て
は
そ
れ
を
「
現
実
の
力
」
＝
そ
の
よ
う
な
否
定
神
学
的
な
超
越
的
審
級
－

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
政
治
的
行
為
の
問
題
化
を
抑
圧
す
る
禁
止
の
掟
と
し

て
機
能
す
る
ー
の
仮
構
に
よ
っ
て
解
消
し
き
れ
な
い
複
数
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

の
間
の
不
透
過
な
関
係
性
、
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
説
で
の

（
形
象
の
ね
じ
れ
）
と
し
て
の
み
再
現
前
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
（
不

気
味
な
力
）
と
し
て
物
象
化
し
て
は
な
ら
な
い
ー
の
名
の
も
と
に
批
判
す
る

磯
田
の
言
説
に
は
政
治
的
な
偏
向
性
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。



十
　
脱
政
治
化
の
表
象
装
置

こ
れ
は
、
実
は
、
橋
川
文
三
が
日
本
浪
畳
派
に
与
え
た
定
義
、
「
日
本
浪
受

派
は
、
現
実
の
「
革
命
運
動
」
　
に
つ
ね
に
随
伴
し
な
が
ら
、
そ
の
挫
折
の
内
面

的
必
然
性
を
非
政
治
的
形
象
に
媒
介
・
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
じ
く

過
激
な
あ
る
種
の
反
帝
国
主
義
に
結
晶
し
た
」
（
『
増
補
　
日
本
浪
垂
派
批
判
序

説
』
　
未
来
社
　
P
3
3
）
　
と
い
う
定
義
付
け
と
同
型
の
も
の
で
あ
る
。

磯
田
は
「
記
者
的
姿
勢
」
を
左
翼
文
学
者
に
限
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
オ
ブ

ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
で
の
行
動
の
挫
折
を
超
越
的
審
級
の
仮
構
で
補
唄
す
る
論
理

は
橋
川
文
三
の
『
日
本
浪
皇
派
批
判
序
説
』
の
記
述
、
そ
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
磯

田
の
保
田
論
の
記
述
に
よ
っ
て
保
守
の
論
者
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
襲
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
内
で
「
記
者
的
姿
勢
」
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
フ
ィ
ギ
エ
ー
ル
を
「
脱
政
治
化
の
表
象
装
置
」
と
と
り
あ
え
ず
呼
ん
で
お

こ
う
。

磯
田
光
二
橋
川
文
三
の
定
義
付
け
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ

ら
ノ
0

回
　
保
田
ら
日
本
浪
皇
派
と
左
翼
文
学
者
の
「
記
者
的
姿
勢
」
＝
「
（
不
在

の
超
越
的
審
級
）
と
の
想
像
的
関
係
（
の
形
象
化
）
　
の
存
在
。

聞
　
そ
れ
が
反
政
治
性
を
装
い
な
が
ら
も
、
「
挫
折
の
内
面
的
必
然
性
を
非

政
治
的
形
象
に
媒
介
・
移
行
さ
せ
る
」
と
い
う
政
治
性
を
、
つ
ま
り
（
オ
ブ
ジ
ェ

ク
ト
レ
ベ
ル
の
）
政
治
的
行
為
を
、
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
否
定
的
な
表
象
作
用
に

よ
っ
て
、
実
践
を
軽
蔑
、
も
し
く
は
断
念
し
た
の
ち
、
（
不
在
の
超
越
的
審
級
）

＝
（
イ
ロ
ニ
ー
と
し
て
の
日
本
）
（
あ
り
う
べ
き
革
命
の
夢
）
に
よ
る
想
像
的

な
解
決
に
よ
っ
て
、
脱
政
治
化
す
る
こ
と
の
政
治
性
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
二
点
を
指
摘
し
た
点
で
、
二
人
の
分
析
は
有
益
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

な
り
の
影
響
力
を
も
ち
え
た
の
だ
が
、
そ
の
先
の
分
析
と
展
望
が
な
い
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
は
、
橋
川
、
磯
田
共
に
、
「
記
者
的
姿
勢
」
「
非
政
治
的
形
象
へ
の

媒
介
・
移
行
」
を
左
翼
（
転
向
者
）
・
保
守
（
日
本
浪
畳
派
）
ど
ち
ら
か
に
限

定
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ら
を
通
底
す
る
表
象
装
置
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
両

者
に
欠
落
し
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
こ
で
の
（
不
在
の
超
越
的
審
級
）
と
の
想
像
的
関
係
の
存
在
を
指

摘
す
る
だ
け
で
は
分
析
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
姿
勢
」
　
に

よ
っ
て
消
去
さ
れ
た
も
の
、
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
社
会
的
政
治
的
関
係
の

不
透
過
性
ま
で
見
た
う
え
で
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
大
衆
」
「
現
実
の
力
」
　
と
い

う
言
葉
で
処
理
す
る
こ
と
な
く
論
理
展
開
し
な
い
と
、
十
全
な
も
の
た
り
え
な

い
。そ

の
よ
う
な
処
理
を
施
さ
な
い
と
、
磯
田
に
お
け
る
よ
う
に
、
「
記
者
的
な

姿
勢
」
が
保
守
の
「
詩
人
幻
想
」
　
に
も
平
野
の
（
文
学
）
実
践
に
も
同
様
に
通

底
す
る
こ
と
に
無
自
覚
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
文
学
」
　
と
い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
に
よ
っ
て
柿
現
さ
れ
」
政
治
的
関
係
性
か
ら

自
律
し
た
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
た
「
文
学
的
明
晰
さ
」
は
、
ひ
と
つ
の
「
幻

想
＝
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
　
で
あ
り
、
そ
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
は
、
「
日
本
的
な



も
の
＝
庶
民
的
な
も
の
」
　
と
い
う
「
形
而
下
性
」
　
を
、
（
小
文
字
の
）
形
而
上

学
と
し
て
宙
づ
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

十
一
偽
物
の
表
象
と
い
う
戦
略
と
そ
の
陥
穿

論
の
ラ
ス
ト
で
「
そ
し
て
、
今
日
で
は
告
白
と
い
う
こ
と
自
体
が
多
少
の
滑

稽
感
を
伴
わ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
語
り
が
た
い
思
想

を
も
っ
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
想
像
力
の
問
題
が
初
め
て
切
実
な
意
味
を
持
ち

始
め
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
よ
い
。
」
（
2
5
0
1
）
と
語
る
磯
田
の
口
吻
に
は
、
文

学
的
想
像
力
が
観
念
上
の
自
己
欺
瞞
、
つ
ま
り
、
一
般
論
で
使
わ
れ
る
「
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
」
を
越
え
る
と
い
う
（
文
学
）
　
へ
の
信
頼
感
が
露
呈
し
て

い
る
。無

論
、
こ
こ
で
い
う
「
想
像
力
」
と
は
小
説
に
お
け
る
「
転
向
」
問
題
の
表

象
と
の
連
関
で
、
独
自
の
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
帯
び
て
い
る
。

『
文
学
界
』
の
「
特
集
　
私
の
戦
後
文
学
」
　
に
寄
せ
ら
れ
た
「
文
学
史
の
鎖

国
と
開
国
－
身
内
の
目
・
他
人
の
日
－
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
磯
田
は

藤
枝
静
男
の
『
田
紳
有
楽
』
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
海
」
（
昭
和
五
十
一
年
八
月
）
　
で
藤
枝
静
男
氏
の
『
田
紳
有
楽
』
を

書
評
し
た
と
き
、
私
は
ふ
と
「
こ
れ
は
転
向
文
学
で
は
な
い
か
」
と
直
観

し
た
。
ニ
セ
モ
ノ
の
陶
磁
器
を
巡
る
物
語
で
あ
り
な
が
ら
、
藤
枝
氏
は

「
贋
」
　
の
字
を
使
わ
ず
に
「
偽
」
　
の
字
を
使
っ
て
い
る
。
先
日
、
藤
枝
氏

に
お
会
い
し
た
と
き
に
念
の
た
め
に
確
か
め
て
み
た
ら
、
「
つ
い
に
見
破

ら
れ
ま
し
た
か
。
あ
れ
は
意
識
的
に
や
っ
た
ん
で
す
よ
。
」
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
「
贋
」
と
「
真
」
と
は
小
林
秀
雄
氏
の
『
真
贋
』
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
価
値
と
し
て
峻
別
さ
れ
る
。
し
か
し
「
偽
」
は
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ

テ
ィ
の
変
容
を
暗
示
し
て
い
る
。
古
典
的
な
転
向
論
が
　
〝
鎖
国
の
王
国
〟

の
外
側
で
崩
れ
去
っ
た
と
き
、
藤
枝
氏
に
可
能
で
あ
っ
た
唯
一
の
方
法
は
、

『
空
気
頭
』
の
方
法
の
中
に
『
或
る
年
の
冬
、
或
る
年
の
夏
』
の
主
題
を

さ
り
げ
な
く
投
入
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
聞
く
耳
を
も
た
な
い
時
代
の
な

か
で
は
、
そ
う
し
た
方
法
で
し
か
転
向
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
〝
偽
物
″
　
（
非
転
向
軸
か
ら
見
た
転
向
者
）
　
を
肯
定

す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
立
つ
瀬
が
な
い
と
い
う
地
点
で
『
田
紳
有
楽
』

（19）

は
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
、
「
転
向
」
　
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
　
〝
偽
物
“
（
非
転
向
軸
か
ら

見
た
転
向
者
）
　
を
肯
定
す
る
と
い
う
作
家
の
地
点
を
評
価
し
、
そ
の
た
め
の

「
戦
略
」
　
と
し
て
の
「
方
法
」
「
想
像
力
」
を
テ
ク
ス
ト
に
読
み
取
る
視
点
は

6

磯
田
に
『
左
巽
が
サ
ヨ
ク
に
な
る
と
き
』
（
9
8
　
集
英
社
）
を
書
か
せ
た
視
点

l

で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

『
左
翼
が
サ
ヨ
ク
に
な
る
と
き
』
で
は
、
「
記
者
的
姿
勢
」
　
の
問
題
は
、
「
純

化
し
た
理
念
を
　
〝
善
“
と
し
て
か
か
げ
な
が
ら
、
世
俗
化
し
た
党
を
批
判
す
る
」

（
P
1
7
）
大
西
巨
人
へ
の
批
判
、
な
い
し
桐
山
襲
の
『
パ
ル
チ
ザ
ソ
伝
説
』
に

措
か
れ
た
「
パ
ル
チ
ザ
ソ
の
精
神
像
が
現
実
へ
の
嫌
悪
を
バ
ネ
に
し
て
純
粋
性

を
求
め
」
（
P
懸
「
日
本
国
民
の
傲
慢
」
を
「
打
破
す
べ
き
敵
」
（
P
聖
と



こ
ご

見
な
す
思
考
の
倒
錯
の
指
摘
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

平
野
の
覚
へ
の
幻
滅
の
問
題
は
二
．
わ
が
家
“
と
し
て
の
共
産
党
の
問
題
」

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
「
党
と
い
う
　
〝
わ
が
家
“
へ
の
信
仰
の
崩
れ
て
い
っ
た
過

程
」
は
、
「
文
壇
が
往
年
の
　
〝
わ
が
家
“
の
統
一
感
を
失
っ
て
き
た
過
程
に
対
応

し
」
、
そ
の
よ
う
な
「
文
化
風
土
の
な
か
で
は
、
恋
愛
に
お
け
る
死
を
賭
け
た

献
身
の
ド
ラ
マ
は
、
政
治
的
な
「
非
転
向
」
　
に
対
応
し
、
ま
た
情
熱
の
断
念
や

日
常
性
へ
の
回
帰
は
、
政
治
的
「
転
向
」
　
と
パ
ラ
レ
ル
な
軌
跡
を
え
が
く
」

（
P
6
6
～
6
7
）
と
み
な
さ
れ
る
。

こ
の
テ
ー
ゼ
は
、
「
日
本
の
風
土
の
な
か
で
は
、
誹
転
向
“
は
共
同
体
の
価
値

意
識
の
発
見
と
吸
収
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
恋
愛
上
の
理
想
主
義
の
運
命

も
ま
た
、
同
一
の
文
化
の
う
ち
で
は
、
政
治
的
な
転
向
・
非
転
向
と
パ
ラ
レ
ル

な
構
造
を
も
っ
て
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
（
P
7
9
）
　
と
い
う
独
特
の
読
み
の

尺
度
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

「
精
神
風
土
の
つ
く
り
あ
げ
た
倫
理
」
が
崩
壊
し
た
後
で
、
文
化
風
土
の
変

質
を
逆
手
に
と
っ
て
、
政
治
構
造
の
ゆ
が
み
を
も
浮
き
彫
り
に
す
る
「
恋
愛
小

説
」
が
書
け
る
か
と
い
う
問
い
は
、
ま
た
、
「
漢
字
の
「
左
翼
」
を
生
ん
だ
文

化
が
徐
々
に
崩
壊
し
て
い
っ
た
と
き
、
そ
の
残
像
を
ワ
ソ
サ
イ
ク
ル
回
っ
た
地

点
で
、
い
か
に
人
間
の
精
神
的
価
値
を
守
る
方
向
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
」

と
い
う
、
「
本
稿
の
主
塔
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
」
（
P
9
4
）
　
に
な
っ
て

い
る
。そ

し
て
、
そ
の
問
い
は
、
「
テ
ス
ト
氏
的
な
人
間
が
自
意
識
を
こ
え
た
と
こ

ろ
で
出
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
領
域
」
を
、
「
模
造
」

（
P
聖
や
「
ゲ
ー
ム
化
」
（
P
撃
を
戦
略
と
し
て
も
つ
「
島
田
雅
彦
と
い

ぅ
装
貯
二
（
P
轡
の
生
み
出
し
た
「
短
編
『
ド
ソ
ナ
・
ア
ソ
ナ
』
の
う
ち
に

み
る
」
（
P
撃
と
い
う
結
語
に
よ
っ
て
一
応
の
現
代
で
の
対
応
を
見
る
こ
と

〈21）

I
こ
な
る
。

磯
田
の
、
作
家
の
「
偽
物
」
を
表
象
す
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
戦
略
と
そ
れ
を

支
え
る
「
想
像
力
」
　
へ
の
信
頼
は
、
文
字
通
り
「
模
造
人
間
」
「
サ
ヨ
ク
」
　
と

い
う
「
偽
物
」
的
表
象
行
為
を
戦
略
と
し
て
用
い
る
島
田
雅
彦
に
よ
っ
て
、
具

体
的
な
対
応
物
を
、
そ
し
て
論
理
の
保
証
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ

ら
ノ
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
磯
田
の
視
点
に
は
一
つ
欠
落
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
が
、
H
言
説
内
部
で
の
架
空
の
理
念
と
主

体
と
の
ま
さ
し
く
「
想
像
上
の
関
係
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
、
聞
そ
の
想

像
上
の
関
係
が
社
会
的
政
治
的
関
係
性
の
不
透
過
性
を
、
「
透
明
な
も
の
」
　
へ
と
還

元
、
も
し
く
は
「
不
可
能
な
も
の
」
と
し
て
実
体
化
し
て
し
ま
う
こ
と
、
川
「
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
装
置
に
よ
っ
て
主
体
は
主
体
と
な
り
」
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
無

縁
な
主
体
な
ど
あ
り
え
な
い
」
（
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
）
　
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
「
文
学
作
品
」
　
で
あ
れ
、
そ
こ
で
動
員
さ
れ
て
い
る
（
と
事
後
的

に
再
構
成
さ
れ
る
）
「
想
像
力
」
　
で
あ
れ
、
社
会
的
政
治
的
な
諸
関
係
の
中
で

言
説
の
示
す
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
症
候
」
　
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
症
候
」
　
と
は
、
「
そ
の
整
合
性
そ
の
も
の
が
、
主
体
側
の
あ
る
種
の



非
知
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
、
（
形
象
と
し
て
琵
呈
す
る
）
形
成
物
」
、
「
（
言
説
）

（22〉

そ
れ
自
身
の
普
遍
的
基
盤
を
崩
し
て
し
ま
う
よ
入
ノ
な
特
定
の
要
素
」
　
で
あ
り
、

そ
の
整
合
性
を
崩
す
「
亀
裂
」
　
の
形
成
と
隠
蔽
の
過
程
が
夢
分
析
の
よ
う
に
解

読
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
例
え
は
、
磯
田
が
『
比
較
転
向
論
序
説
』
に

お
い
て
比
較
検
討
の
為
の
参
照
点
と
し
て
語
っ
た
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
の
理
念
で
す
ら
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ
ソ
派
を
再

検
討
し
た
も
の
と
し
て
J
O
R
E
M
E
．
1
．
M
c
C
G
A
N
N
　
と
、
F
O
R
E
S
T

芸
）

P
ぺ
H
I
E
　
の
著
作
が
あ
る
。

十
二
　
憩
像
力
と
い
う
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

こ
こ
で
は
本
論
と
の
接
続
の
問
顆
か
ら
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

論
と
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ソ
の
デ
ィ
コ
ソ
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ソ
理
論
を
導
入
し
た

F
O
R
E
S
T
 
P
Y
L
E
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
F
O
R
E
S
T

P
Y
L
E
は
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ
ソ
派
の
「
想
像
力
」
　
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「

想
像
力
と
は
詩
学
的
・
哲
学
的
な
そ
れ
と
同
様
に
社
会
的
・
政
治
的
付
与

＝
特
定
原
因
（
a
s
s
i
∞
ロ
m
e
n
t
）
　
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
想
像
力
と
は
、

ロ
マ
ソ
主
義
の
テ
ク
ス
ト
が
、
精
神
と
事
象
と
の
間
と
、
ま
た
同
様
に
社
会
と

主
体
と
の
問
の
距
離
を
呼
び
か
け
る
＝
声
明
す
る
文
彩
な
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ソ

主
義
の
想
像
力
は
マ
ル
ク
ス
以
後
の
社
会
理
論
の
伝
統
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

な
職
務
＝
課
題
（
t
a
s
k
s
）
と
し
て
規
定
を
与
え
た
も
の
を
付
与
さ
れ
て
い
る
」
。

し
か
し
そ
れ
は
「
想
像
力
の
論
理
的
内
包
で
な
く
」
「
社
会
的
政
治
的
遂
行

（
パ
フ
ォ
ー
マ
ソ
ス
）
」
　
で
あ
る
。
「
想
像
力
と
は
心
の
絶
対
的
な
名
の
別
名

（
ヮ
ー
ズ
ワ
ー
ス
）
、
道
徳
的
善
の
偉
大
な
道
具
（
シ
ェ
リ
ー
）
　
と
し
て
措
か

れ
る
」
が
、
そ
れ
は
「
事
象
と
精
神
の
意
味
を
成
す
連
関
、
そ
し
て
文
化
と
社

【24）

会
に
お
け
る
困
難
の
症
候
」
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

「
想
像
力
は
結
合
、
分
節
化
を
成
す
こ
と
の
責
任
を
付
与
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
」
り
、
そ
し
て
「
想
像
力
は
そ
の
よ
う
に
仮
定
さ
れ
た
分
節
化
の
担
い
手
、

場
所
と
し
て
デ
ザ
イ
ソ
さ
れ
て
い
る
」
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
社
会
の
表

象
の
た
め
の
根
源
的
必
要
性
と
し
て
」
　
の
、
「
社
会
に
と
っ
て
の
、
そ
の
統
一

性
の
表
象
の
必
要
性
を
作
り
上
げ
る
」
装
置
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
同
様
一

の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
そ
れ
は
経
験
論
的
に
現
前
さ
れ
る
の
　
1
0

で
は
な
く
、
再
現
前
し
た
も
の
と
し
て
の
統
一
性
で
あ
る
。
」
｛
竺
　
　
　
－

こ
の
よ
う
に
、
全
体
性
、
統
一
性
を
想
像
的
に
、
再
現
前
＝
表
象
化
す
る
た

め
の
能
力
と
し
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
等
価
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
想
像

力
は
、
ま
た
、
そ
の
不
完
全
性
を
も
同
時
に
合
わ
せ
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
。

そ
の
点
は
カ
ソ
ト
の
第
三
批
判
の
援
用
に
よ
り
「
全
体
と
い
う
イ
デ
ア
を
現

前
さ
せ
る
こ
と
の
不
十
分
さ
」
　
つ
ま
り
「
想
像
力
の
失
敗
と
結
果
と
し
て
の
脱

分
節
化
（
d
i
s
a
r
t
i
c
u
l
a
t
i
〇
n
）
」
と
い
う
形
で
明
示
化
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
ロ
マ

ソ
主
義
の
言
説
の
形
象
に
お
い
て
は
「
テ
ー
マ
と
喩
の
、
言
明
と
遂
行
（
つ
ま

り
語
り
方
と
語
ら
れ
た
も
の
と
の
…
引
用
老
注
）
　
の
問
の
根
本
的
な
ず
れ
」
と

し
て
現
象
す
る
。
そ
の
表
層
に
お
け
る
ズ
レ
は
「
マ
テ
リ
ア
ル
」
な
物
で
あ
り
、



（本）

「
そ
れ
自
体
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
登
録
さ
れ
る
」
。

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
言
語
的
な
物
質
性
と
、
意
味
と
文
化
の
精
神
的
な
、
救

済
的
な
形
式
と
の
分
離
、
そ
し
て
そ
の
分
離
の
産
出
、
再
産
出
の
プ
ロ
セ
ス

（27）」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
こ
こ
で
、
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ソ
の
デ
ィ
コ
ソ
ス
ト
ラ
ク

シ
ョ
ソ
の
方
法
と
の
接
続
が
示
唆
さ
れ
る
。
想
像
力
・
判
断
力
（
カ
ソ
ト
）
　
の

問
題
は
テ
ク
ス
ト
の
ズ
レ
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
、
か
つ
そ
れ
に
最
終
的
に
失
敗

す
る
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ソ
）
と
し
て
捉
え
直
さ
れ

（。8｝

る
の
で
あ
る
。
（
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
定
義
は
、
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ソ
が
い
う
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
言
語
を
と
こ
と
ん
修
辞
的
な
も
の

と
見
な
す
」
「
あ
る
特
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
意
識
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
で
あ
る
、

っ
ま
り
あ
く
ま
で
も
文
学
・
美
学
的
な
言
説
に
限
定
さ
れ
る
も
の
、
だ
と
い
う

哀
）

留
保
は
必
要
だ
ろ
う
。
）

こ
う
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
的
観
点
か
ら
例
え
ば
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
想

像
力
論
は
「
人
々
の
日
々
の
認
識
実
践
」
と
「
イ
デ
ア
ル
な
大
文
字
の
対
象
」

と
の
関
係
の
表
象
と
し
て
、
つ
ま
り
「
ア
ル
チ
ユ
セ
ー
ル
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

品
）

し
て
定
義
し
た
も
の
に
正
確
に
接
続
」
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え
返
さ
れ
、
ワ
ー

ズ
ワ
ー
ス
の
想
像
力
論
は
「
想
像
力
は
、
外
的
な
対
象
を
心
理
の
膨
脹
す
る
場

へ
と
引
き
込
む
こ
と
（
w
i
t
h
d
r
a
w
巴
）
を
結
果
し
、
そ
の
引
き
こ
み
＝
撤
退

は
、
や
が
て
、
単
に
詩
的
な
思
索
や
詩
文
的
な
意
識
の
原
則
だ
け
で
は
な
く
、

究
極
的
に
、
表
象
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
も
打
ち
立
て
る
」
も
の

ソ
印
こ

と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
る
。

こ
の
観
点
の
導
入
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
磯
田
の
言
説
を
、
彼
の
論
理
の
偏

向
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
の
文
脈
の
中
に

置
き
直
し
て
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

近
年
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
研
究
の
成
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
は
、
彼

の
文
学
者
信
仰
と
想
像
力
へ
の
過
信
は
、
ま
さ
に
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
　
の

一
典
型
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
①
島
木
健
作
の
『
赤
蛙
』
、
平
野
謙
の
『
島
崎
藤
村
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
テ
ク
ス
チ
ユ
ア
ル
な
「
観
念
と
形
象
と
の
亀
裂
」
「
語

る
も
の
と
語
ら
れ
た
も
の
と
の
ズ
レ
」
を
、
あ
る
意
味
「
事
象
と
精
神
の
意
味

を
成
す
連
関
、
そ
し
て
文
化
と
社
会
に
お
け
る
困
難
の
症
候
」
と
し
て
と
ら
え
一

な
が
ら
も
（
「
現
実
の
ね
じ
れ
」
）
、
そ
れ
を
「
社
会
的
政
治
的
遂
行
」
「
言
語
的
　
1
1

な
物
質
性
と
、
意
味
と
文
化
の
精
神
的
な
、
救
済
的
な
形
式
と
の
分
輿
そ
し
ー

て
そ
の
分
離
の
産
出
、
再
産
出
の
プ
ロ
セ
ス
」
（
そ
の
「
ね
じ
れ
」
が
誤
読
と

転
移
・
置
換
え
の
産
物
で
あ
り
、
平
野
の
政
治
的
位
置
を
圧
縮
し
て
示
す
）
と

し
て
分
析
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
最
終
的
に
「
東
洋
的
な
末
期
の
眼
」
「
不
気
味

な
力
」
（
亀
裂
を
ふ
さ
ぐ
小
文
字
の
対
象
a
）
と
い
う
超
越
的
な
審
級
の
導
入

に
よ
っ
て
覆
い
隠
す
。

②
そ
し
て
そ
の
「
不
気
味
な
力
」
を
見
据
え
表
象
さ
せ
る
遂
行
力
＝
戦
略
と

し
て
「
想
像
力
」
を
と
ら
え
、
テ
ク
ス
ト
形
象
に
昆
呈
し
た
「
想
像
力
の
失
敗

と
結
果
と
し
て
の
脱
分
節
化
」
を
結
果
的
に
見
落
と
す
。

③
ま
た
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
の
言
説
は
、
テ
ク
ス
ト
が
、
圧
縮
・
置
き



換
え
・
転
移
・
隠
蔽
な
ど
の
「
徹
底
操
作
」
、
い
わ
ば
「
包
摂
し
管
理
し
想
像

的
に
解
決
す
る
機
略
縦
横
の
戦
略
」
を
通
し
て
表
象
す
る
、
社
会
的
政
治
的
な

関
係
の
不
透
過
性
を
、
「
諸
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
矛
盾
－
闘
争
の
場
と
し
て
の

A
R
（
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
…
引
用
老
）

ネ

ッ

ト

ワ

1

「
二
つ
の
手
紙
、
二
つ
の
脱
構
築
」
　
『
批
評
空
間
』
H
－
7

1995ヱ

P囲－

こ
れ
ら
の
言
説
も
ま
た
同
様
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
側
面
で
の
分
析
が
必
要

と
な
る
だ
ろ
入
ノ
。
「
日
本
浪
受
派
」
と
そ
の
評
価
史
の
研
究
も
ま
た
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
批
判
の
闘
争
の
な
か
で
読
み
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
磯
田
の
思
考

を
そ
の
文
脈
の
な
か
で
吟
味
し
た
こ
と
で
本
稿
は
そ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
を
達

て
珂
T

L
た
こ
と
に
な
る
。

で
は
な
く
、
存
在
の
穴
（
ハ
一
イ
デ
ガ
ー
）
、
統
合
不
可
能
な
亀
裂
（
ラ
カ
ソ
的

な
リ
ア
ル
）
　
と
い
う
否
定
神
学
的
隠
喩
に
も
似
た
、
「
黙
契
」
と
い
う
、
主
体

と
不
在
の
対
象
と
の
空
想
的
関
係
（
S
◇
a
）
を
示
す
小
文
字
の
形
而
上
学
的

り
弼
［

表
象
へ
と
変
貌
さ
せ
る
。

こ
の
三
つ
の
点
に
お
い
て
、
「
想
像
力
」
と
い
う
表
象
行
為
、
も
し
く
は
そ

の
形
象
化
で
あ
る
・
「
文
学
的
な
明
噺
さ
」
は
、
主
体
と
超
越
的
な
審
級
と
の
想

像
的
な
関
係
を
支
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
ま
さ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
マ
テ
リ
ア
ル
・
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
次
元
と
し
て
寂
然
す

る
言
説
の
「
社
会
的
政
治
的
遂
行
」
と
し
て
の
側
面
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
言
説
の
「
社
会
的
政
治
的
遂
行
」
　
の
側
面
で
の
挫
折
－
代
表
＝

表
象
行
為
の
亀
裂
－
を
隠
蔽
し
っ
つ
、
「
イ
ロ
ニ
ー
」
と
い
う
形
で
、
不
可
能

な
（
日
本
）
・
（
永
久
革
命
老
）
　
の
表
象
＝
自
己
産
出
し
た
（
不
在
の
超
越
的
審

級
）
と
想
像
的
な
関
係
を
取
り
結
ぶ
、
「
転
向
作
家
」
　
や
「
日
本
浪
曇
派
」
　
と

呼
ば
れ
て
き
た
言
説
の
思
考
過
程
－
我
々
が
脱
政
治
化
の
表
象
装
置
と
し
て

定
式
化
し
た
も
の
－
も
、
ま
た
一
つ
の
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
他
な
ら
な
い
。

（注）
（
1
3
）
　
こ
の
場
合
の
（
不
在
の
超
越
的
な
審
級
）
の
生
成
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
最
終
審

級
、
経
済
決
定
論
に
基
づ
く
革
命
の
挫
折
、
不
可
能
性
に
起
因
す
る
。
こ
れ
は
他
者
と

の
不
透
明
な
関
係
性
を
、
前
衛
党
と
い
A
ノ
表
象
装
置
に
よ
っ
て
回
収
・
内
面
化
で
き
な

か
っ
た
こ
と
＝
政
治
的
関
係
を
経
済
決
定
論
で
説
明
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
恵
味
す
る
。

そ
の
た
め
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
最
終
審
級
の
仮
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
政
治
活

動
実
践
の
必
然
性
は
喪
失
し
、
実
践
は
挫
折
す
る
。
こ
の
挫
折
－
内
面
化
で
き
な
い

他
者
と
の
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
の
関
係
の
不
透
過
性
の
帰
結
I
を
認
め
な
い
主
体

は
、
不
透
過
性
を
透
明
化
す
る
・
想
像
的
に
解
決
す
る
た
め
、
「
日
本
」
「
永
久
革
命
」

と
い
っ
た
「
夢
」
、
つ
ま
り
現
実
に
は
存
在
し
な
い
（
不
在
の
超
越
的
審
級
）
を
言
説

に
お
い
て
自
己
産
出
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
不
可
能
な
夢
」
　
は
、
「
夢
」
　
を
正
当
化

し
う
る
「
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
言
説
の
な
か
で
特
権
的
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

そ
れ
と
言
説
の
主
体
と
の
想
像
的
な
関
係
が
、
洩
田
が
「
記
者
的
姿
勢
」
と
呼
ぶ
形
態

と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
こ
の
よ
入
ノ
な
故
田
光
一
の
「
深
読
み
」
　
の
是
非
、
つ
ま
り
「
い
っ
た
い
な
ぜ
旧
左

翼
批
判
が
、
藤
村
批
判
と
い
う
衣
を
ま
と
う
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、
後
代
か
ら
は
理
解

12



に
苦
し
む
」
〈
三
浦
雅
士
「
戦
後
批
評
ノ
ー
ト
」
『
季
刊
思
潮
』
㌢
側
P
は
）
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
読
む
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
問
わ
な

い
。

（
望
　
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
』
（
大
橋
洋
一
訳
平
凡
社

側
P
響

（
曇
　
『
赤
蛙
』
と
い
う
小
説
は
、
「
蛙
」
に
「
表
情
」
「
心
理
」
「
運
命
」
を
読
み
込
み
、

そ
こ
か
ら
「
深
い
感
じ
」
を
受
け
た
こ
と
を
「
自
然
界
の
神
秘
」
と
し
て
と
ら
え
「
何

か
目
に
食
え
ぬ
大
き
な
意
志
を
感
じ
て
そ
こ
に
信
鮫
を
寄
せ
」
る
語
り
手
の
（
私
）
の

（
観
念
）
、
全
く
そ
れ
が
（
語
り
の
行
為
）
の
な
か
で
疑
わ
れ
な
い
か
ら
と
そ
成
立
す

る
。
（
引
用
は
島
木
健
作
『
出
発
ま
で
』
昭
和
二
十
一
年
三
月
一
日
発
行
新
潮
社
P

3
5
8
～
訳
に
よ
る
）
そ
し
て
そ
の
（
観
念
）
に
よ
っ
て
逆
算
す
る
こ
と
で
、
記
述
主
体
と

し
て
の
（
私
）
は
、
「
蛙
」
を
再
形
象
化
す
る
。
「
～
と
し
か
思
え
な
い
」
と
い
う
疑
問
を

封
殺
す
る
語
法
を
四
度
繰
り
返
し
て
い
く
語
り
の
戦
術
に
よ
っ
て
、
「
赤
蛙
」
は
「
意

志
」
「
目
的
」
を
持
つ
も
の
に
変
わ
る
、
つ
ま
り
は
（
語
り
）
の
な
か
で
の
み
「
意
味
」

を
に
な
っ
た
表
象
＝
再
現
前
し
た
像
に
変
貌
す
る
。
「
深
い
感
じ
」
「
自
然
界
の
神
秘
」

「
何
か
目
に
見
え
ぬ
大
き
な
意
志
」
と
い
う
（
観
念
）
は
、
（
語
り
）
の
背
後
で
、
一

種
の
形
而
上
学
＝
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
と
し
て
、
「
娃
」
に
「
表
情
」
「
心
理
」
「
運
命
」

を
読
み
と
る
（
私
）
の
「
再
現
さ
れ
た
今
」
　
に
お
け
る
行
為
を
補
強
し
て
い
る
。

（
1
7
）
　
こ
の
よ
う
な
「
人
間
を
も
含
む
万
物
を
絶
え
間
な
く
滅
ぼ
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の

「
あ
る
力
」
」
　
の
テ
ク
ス
ト
内
で
の
物
象
化
は
、
三
島
由
紀
夫
の
『
豊
俵
の
海
』
の
唯

識
論
の
物
象
化
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
縞
と
明
察
』
・

『
月
澹
荘
校
訂
』
・
『
天
人
五
衰
』
－
認
識
を
越
え
る
も
の
の
表
象
に
つ
い
て
－
」
（
『
近

代
文
学
試
論
』
第
三
十
四
号

6

男
’
l
I

1
2
）
を
参
照
。

（
用
ご
　
ス
ラ
ヴ
オ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
（
鈴
木
晶
訳
　
『
批

評
空
間
』
で
胤
P
響

（
1
9
）
　
『
文
学
界
』
昭
和
五
十
一
年
九
月
「
文
学
史
の
鎖
国
と
開
国
－
身
内
の
目
・
他

8

人
の
日
－
」
P
璧
な
お
、
同
論
文
は
後
に
『
思
想
と
し
て
の
東
京
』
（
甲
1
0
　
国

l

文
社
）
　
に
補
論
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
文
学
的
「
方
法
」
　
の
特
権
化

は
、
前
述
の
「
脱
亜
論
の
重
層
性
」
　
で
も
「
芸
術
や
芸
術
家
の
”
恋
層
的
な
非
決
定
．

を
い
と
も
安
易
に
単
純
化
し
て
し
ま
う
解
説
上
の
言
語
」
「
ま
た
、
こ
う
し
て
み
る
と
、

高
度
成
長
と
い
う
名
の
脱
亜
の
帰
趨
に
つ
い
て
、
も
っ
と
も
本
質
的
に
語
っ
て
く
れ
る

の
は
、
結
局
論
理
を
も
っ
て
す
る
性
急
な
骨
定
論
、
否
定
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
．
非

決
定
．
の
現
実
へ
の
名
に
満
ち
た
文
学
作
品
の
さ
り
げ
な
い
細
部
の
ほ
入
ノ
な
の
で
あ
る
。
」

（
P
撃
と
い
う
言
葉
と
し
て
顕
れ
て
い
る
。

（
2
0
）
成
田
の
大
西
巨
人
批
判
に
対
す
る
再
批
判
に
つ
い
て
は
、
柄
谷
行
人
・
蓮
実
重
彦

0
0

『
闘
争
の
エ
チ
カ
』
（
9
8
　
河
出
容
房
新
社
）
の
P
1
3
6
～
1
3
9
を
参
照
。

l

（
2
1
）
　
こ
の
よ
入
ノ
な
評
価
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
事
例
と
つ

き
あ
わ
せ
た
『
左
翼
が
サ
ヨ
ク
に
な
る
と
き
』
の
独
立
し
た
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
別

の
換
会
に
論
じ
た
い
。

（
㌶
）
　
ス
ラ
グ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
崇
高
な
対
象
』
（
鈴
木
晶
訳

『
批
評
空
間
』
で
1
9
。
1
P
型

（
2
3
）
l
O
R
E
M
E
．
J
．
M
c
C
G
A
N
N
『
T
h
e
 
R
O
m
a
n
t
i
c
 
I
d
e
0
1
0
g
y
』
（
C
H
I
C
A
G
O

U
N
I
V
．
P
刃
H
S
S
 
P
漂
い
）
F
O
R
E
S
T
P
Y
L
E
『
T
h
e
 
l
d
e
0
－
O
g
y
 
O
鴫
I
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n
』

（
S
T
A
N
F
O
R
D
 
U
N
：
く
．
P
R
E
S
S
－
雷
巴

（
2
4
）
F
O
R
E
S
T
 
P
Y
L
E
『
T
h
e
 
H
d
e
0
－
0
g
y
 
O
h
 
H
m
a
g
i
n
a
t
i
O
n
』
（
S
T
A
N
F
O
R
D

U
N
i
く
．
P
R
E
S
S
－
浩
史
　
P
－
～
U
 
H
N
T
R
O
D
A
n
T
l
O
N
．

（

2

5

）

　

同

書

P

7

～

8

。

（

2

6

）

同

苗

P

7

～

8

。

（
㌘
）
同
書
P
2
1
。

（
刀
）
P
a
u
T
d
e
 
M
P
n
『
A
e
s
t
h
e
t
i
c
：
d
e
0
－
0
的
y
』
（
M
i
n
e
s
O
t
a
 
u
n
i
く
．
p
r
e
S
S

7

－
盟
垂
「
部
分
訳
「
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
『
批
評
空
間
』
H
1
3
、
l
H
　
的
　
上
野
成
利
訳

l

（
2
9
）
　
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ソ
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
』
（
大
橋
洋
一
訳
平
凡
社

13



職
P
塑

（
刃
）
F
O
R
E
S
T
 
P
Y
L
E
前
掲
事
。
P
4
4
。

（
3
1
）
　
同
書
P
鴎
。

（
3
2
）
東
浩
紀
は
、
同
論
文
で
、
こ
の
よ
う
な
言
説
に
露
呈
す
る
諾
イ
デ
オ
ロ
ギ
1
の
闘

争
形
態
の
分
析
が
、
ラ
カ
ソ
派
の
「
リ
ア
ル
」
　
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
は
、
十
全
に
行

え
な
い
と
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
を
批
判
す
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ジ
ェ
ク
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
に
お
い
て
は
、
「
（
も
の
）
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
定
義
上
す
べ
て
の
具
体

的
内
容
を
剥
奪
き
れ
て
」
お
り
、
「
そ
の
具
体
的
内
容
（
確
定
記
述
）
　
は
な
ん
で
も
よ

い
」
（
P
嬰
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
理
構
成
で
は
、
「
そ
れ
ゆ
え
、
「
不
可
能
な

も
の
」
　
が
あ
る
特
定
の
単
語
に
よ
り
名
指
さ
れ
、
実
体
化
さ
れ
た
論
述
主
題
と
さ
れ
る

7

プ
ロ
セ
ス
」
　
（
東
浩
紀
「
存
在
論
的
、
郵
便
的
」
　
『
批
評
空
間
』
H
－
1
5
9
　
P
7
1
）

l

が
カ
ッ
コ
に
く
く
ら
れ
た
ま
ま
、
リ
ア
ル
＝
不
可
能
な
も
の
が
裏
返
し
に
超
越
化
し
て

し
ま
入
ノ
危
険
性
、
つ
ま
り
は
蹟
田
の
「
現
実
」
　
の
「
不
気
味
な
力
」
と
し
て
の
超
越
化

と
同
質
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
3
）
　
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
ロ
マ
ソ
主
義
」
論
は
、
そ
の
政
治
的
遂
行
の
側
面
、
つ
ま
り

個
々
の
論
者
が
ど
の
よ
入
ノ
な
政
治
的
含
意
を
も
っ
て
「
ロ
マ
ソ
主
義
」
と
い
う
エ
ノ
ソ

七
を
記
述
戦
略
と
し
て
使
用
し
た
か
、
と
い
入
ノ
側
面
の
配
慮
を
す
る
事
な
く
、
「
正
し

い
ロ
マ
ソ
主
義
と
は
何
か
」
「
誰
を
ロ
マ
ソ
主
義
に
分
餌
す
る
か
」
　
と
い
う
一
徳
の
還

元
主
義
的
倒
錯
に
陥
っ
て
い
る
。
論
者
は
「
ロ
マ
ソ
主
義
の
規
定
は
、
戦
略
的
な
文
学

史
記
述
に
お
け
る
相
対
的
・
係
争
的
関
係
の
な
か
で
し
か
存
在
し
な
い
」
と
い
う
立
場

を
取
る
。
そ
の
よ
入
ノ
な
係
争
的
関
係
と
個
々
の
戦
略
性
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
系
譜
学

的
な
言
説
分
析
の
手
法
で
各
々
の
用
例
の
差
異
と
政
治
的
位
置
を
扱
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
言
説
の
苦
衷
主
体
と
超
越
的
な
メ
タ
レ
ベ
ル
の
審
級
と
の
関
係
は
美
学
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
論
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
「
ロ
マ
ソ
主
義
」
論
は
こ

の
二
重
の
操
作
を
行
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

－
　
や
な
せ
・
よ
し
は
る
、
本
学
博
士
課
程
後
期
在
学
中
　
－
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