
「
わ
た
し
、
北
風
の
国
の
オ
ー
ロ
ラ
の
こ
と
を
考
え
て
た
の
よ
。
あ
れ
が
ほ
ん
と

に
あ
る
の
か
。
あ
る
よ
う
に
見
え
る
だ
け
な
の
か
、
あ
ん
た
知
っ
て
る
？
／
も

の
ご
と
っ
て
も
の
は
、
み
ん
な
、
と
て
も
あ
い
ま
い
な
も
の
よ
。
ま
さ
に
そ
の

こ
と
が
、
わ
た
し
を
安
心
さ
せ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
ね
。」

ト
ー
ベ
・
ヤ
ン
ソ
ン
（
山
室
静
訳
）『
ム
ー
ミ
ン
谷
の
冬
』
三
一
～
三
二
頁

１
　
は
じ
め
に

　
国
語
学
習
の
回
想
─
─
自
分
が
受
け
て
き
た
国
語
学
習
や
言
語
生
活
を
振
り

返
る
こ
と
が
そ
の
後
の
国
語
学
習
や
言
語
生
活
を
支
え
励
ま
し
て
い
く
可
能
性

に
つ
い
て
は
野
地
潤
家
（
一
九
八
五
）
や
竜
田
徹
（
二
〇
一
四
、
二
〇
一
五
）

に
よ
り
実
証
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
。
光
村
図
書
の
中
学
校
の
教
科
書
（
平
成

二
八
年
版
）
で
は
各
学
年
の
終
わ
り
に
一
年
間
（
三
年
生
は
三
年
間
）
の
学
び

を
振
り
返
る
単
元
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
国
語
学
習
の
振
り
返
り
（
回
想
）
が

学
習
活
動
（
学
習
材
）
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
窺
え
る
。
ま
た
中

央
教
育
審
議
会
「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学

校
の
学
習
指
導
要
領
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ
い
て
（
答 

）」
に
お

申１

い
て
「
主
体
的
な
学
び
」
が
標
榜
さ
れ
、
そ
の
具
体
的
な
手
立
て
と
し
て
「
見

通
し
と
振
り
返
り
」
が
示
さ
れ
て
い 

こ
と
か
ら
も
、
学
習
を
振
り
返
る
こ
と

の
重
要
性
が
今
後
さ
ら
に
意
識
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
一
方
、
回
想
と
い
う
営
み
は
本
質
的
に
不
確
か
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
十
分
に
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、
国
語
学
習
回
想
の
意
義
を
検
討
し
て
い
く
際
に
ど
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
〈
過
去
〉
を
捉
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
哲
学
的
論
考
を
中
心
に
考
察

す
る
。２

　「〈
過
去
〉
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

機

機

機

機

存
在
す
る
」

と
は

　
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
、
私
の
内
部
に

機

機

機

〈
過
去
〉
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
例

え
ば
野
地
の
言
う
「
国
語
学
習
の
極
印
」
に
つ
い
て
「
置
か
れ
て
い
る
状
況
に

よ
っ
て
、
ま
た
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
経
験
し
た
国
語
学
習
の

記
憶
の
質
・
量
や
そ
の
語
り
方
は
変
化
し
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た

変
化
の
な
か
で
、
絶
え
ず
自
己
の
内
側
に
あ
っ
て
、
自
分
の
国
語
教
師
と
し
て

る２

─　　─４２

「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）

　

国
語
学
習
の
回
想
に
資
す
る
過
去
概
念
の
哲
学
的
考
察

鈴
　
木
　
愛
　
理



の
歩
み
や
言
語
生
活
者
と
し
て
の
歩
み
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
支
え
、
励
ま
し

て
く
れ
る
も 

」
と
説
明
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
。
だ
が
〈
記
憶
〉
と
い
う
側
面

か
ら
み
る
と
そ
れ
は
〈
過
去
〉
の
も
の
で
は
な
い
。「
記
憶
は
、
過
去
の
も
の
で

な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
過
ぎ
去

ら
な
か
っ
た
も
の
の
こ
と
だ
。
と
ど
ま
る
の
が
記
憶
で
あ
り
、
じ
ぶ
ん
の
う
ち

に
確
か
に
と
ど
ま
っ
て
、
自
分
の
現
在
の
土
壌
に
な
っ
て
き
た
も
の
は
、
記
憶

 

。」
と
長
田
弘
（
二
〇
一
二
）
が
述
べ
る
よ
う
に
。

　
私
た
ち
は
〈
過
去
〉
に
あ
っ
た

機

機

機

こ
と
を
い
ま
〈
記
憶
〉
し
て
い
る

機

機

。〈
記
憶
〉

し
て
い
る
こ
と
は
〈
想
起
〉
に
よ
っ
て
つ
ま
び
ら
か
に
な
る
が
、
で
は
〈
想
起
〉

と
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
な
の
か
、
ま
た
〈
想
起
〉
に
と
っ
て
〈
過
去
〉
は
ど

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
。
大
森
荘
蔵
と
野
矢
茂
樹
の
過
去
論
を
手
が
か
り

に
考
え
る
。

２
．
１
．
想
起
的
存
在
と
し
て
の
〈
過
去
〉　
─
大
森
荘
蔵
の
過
去
論
─

　
大
森
は
、〈
想
起
〉
を
言
語
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、〈
過
去
〉
は
そ
の
中
に

存
在
す
る
と
考
え 

。〈
想
起
〉
に
よ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
過
去

性
の
し
る
し
は
な
く
、
過
去
形
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
〈
過
去
〉

の
も
の
と
な
る
か
ら 

。
ま
た
大
森
は
〈
想
起
〉
を
「
過
去
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

初
体
験
」
で
あ
る
と
述
べ 

。〈
過
去
〉
に
あ
っ
た
こ
と
を
再
び
経
験
し
て
い
る

の
で
は
な
く
（
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
が
）、〈
想
起
〉
に
お
い
て
も
〈
過
去
〉

そ
の
も
の
が
初
め
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
森
は
〈
過
去
〉
そ
の

も
の
が
〈
現
在
〉
に
「
想
起
的
」
に
登
場
す
る
と
述
べ
、〈
過
去
〉
の
現
在
性
を

強
調
す
る
。

の３

だ４

た５
だ６

る７

過
去
は
既
に
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
そ
れ
が
現
在
登
場
で
き
る
わ
け
が
な

い
、
と
い
う
の
が
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
過
去
は
ま
だ

機

機

機

機

機

存
在
し
て
い
る

機

機

機

機

機

機

、
と
い
う
こ
と
で
す
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
去
年
死
ん
だ

犬
を
現
在
私
は
肉
眼
で
見
る
こ
と
も
手
で
撫
で
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と

は
当
た
り
前
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
犬
は
そ
の
「
生
前
の
姿
」
で
ま
ざ
ま

ざ
と
「
思
い
浮
か
ぶ
」
の
で
す
。
こ
こ
で
、
肉
眼
で
見
た
り
手
で
触
れ
た

り
す
る
こ
と
を
「
知
覚
」
と
呼 
び 
一
方
、「
思
い
浮
か
ぶ
」
こ
と
を
そ
れ
に

マ
マ

対
し
て
「
想
起
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
そ
の
生
前
の
犬
は
「
知
覚
的
」
に
は

存
在
し
ま
せ
ん
が
「
想
起
的
」
に
は
今
な
お
存
在
し
て
い
る
の
で 

。

さ
て
今
こ
こ
に
知
人
の
写
真
が
あ
る
と
し
ま
す
。
私
は
一
眼
み
て
そ
れ
が

Ａ
の
古
い
写
真
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
と
き
私
は
Ａ
を
「
思
い
浮
か
べ

た
」
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
十
年
以
上
も
前
の
写
真
で
、
そ
の
Ａ
は
ま
だ

黒
々
と
し
た
髪
の
毛
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
若
き
日
の
Ａ
が
今
「
思

い
浮
か
ん
だ
」
の
で
す
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
と
こ
ろ
が
こ
の
「
若
き

Ａ
」
そ
の
人
も
ま
た
今
私
の
心
に
「
思
い
浮
か
ん
で
」
い
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
同
じ
く
「
思
い
浮
か
ん
で
い
る
」
と

こ
ろ
の
「
写
し
」
が
一
体
誰
の

機

機

写
し
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
か

ら
で
す
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
と
こ
ろ
が
今
私
に
は
そ
れ
が
若
き
Ａ
そ
の

機

機

機

機

機

機

機

機

人機

の
姿
で
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、

そ
の
「
若
き
Ａ
」
が
ま
た
「
思
い
浮
か
ん
で
い
る
」
と
い
う
こ
と
で 

。

　
確
か
に
〈
過
去
〉
は
〈
現
在
〉
に
「
想
起
的
」
に
（
＝
言
語
的
に
）
存
在
す

る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
思
い
浮
か
ん
で
い
る
も
の
が
〈
過
去
〉
の

す８
す９

─　　─４３



写
し
（
コ
ピ
ー
）
で
は
な
く
原
型
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
〈
過
去
〉
で
あ
る
の

か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
こ
の
論
で
は
自
ら
知
覚
し
た

も
の
で
な
け
れ
ば
〈
過
去
〉
と
し
て
認
識
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
次
の

引
用
で
中
島
義
道
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
自
ら
知
覚
し
な
か
っ
た
こ

と
も
「
～
年
前
の
」
と
い
う
意
味
付
与
に
よ
っ
て
〈
過
去
〉
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
「
コ
ピ
ー
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
原
型
の
コ
ピ
ー
」
と
い
う
意

味
が
は
じ
め
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の

場
合
に
そ
こ
に
「（
真
の
）
原
型
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
せ

ず
、「
原
型
ら
し
き
も
の
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
」
だ
け
で
充
分
な
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
場
合
、「
原
型
ら
し
き
も
の
」
の
五
〇
年
前
に
録
音
さ
れ
た

カ
ラ
ヤ
ン
の
田
園
交
響
曲
の
Ｃ
Ｄ
、
一
二
〇
年
前
の
ウ
ィ
ー
ン
の
写
真
、

五
〇
〇
〇
年
前
に
制
作
さ
れ
た
ミ
イ
ラ
、
一
億
年
前
に
押
し
付
け
ら
れ
た

恐
竜
の
足
跡
等
々
の
コ
ピ
ー
と
と
も
に
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
で
私
が
意
味
付

与
し
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で 

。

　
大
森
が
自
ら
の
経
験
に
限
定
的
な
過
去
論
を
展
開
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

中
島
は
、
大
森
が
〈
過
去
〉
を
「〈
い
ま
〉
を
も
支
配
し
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て

い
る
」
も
の
と
感
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
い
て
も
、
か
つ
て
の
戦
友
た
ち
、
か
つ
て
の
青
春
の
風

景
が
あ
ま
り
に
も
「
生
き
生
き
と
」
立
ち
現
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ら
は

抛
っ
て
お
く
と
〈
い
ま
〉
を
も
支
配
し
て
し
ま
う
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ

す 　１０

れ
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
し
て
、
こ
う
い
う
体
験
は
、
ま
さ
に
プ

ル
ー
ス
ト
と
は
逆
に
、〈
い
ま
〉
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
過
去
が
文
字
通
り
幸

福
な
過
去
で
は
な
い
か
ら
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
て
、
先
生
は
〈
い
ま
〉
知
覚
風
景
が
じ
か
に

機

機

機

立
ち
現
わ
れ
る
よ

う
に
、
そ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
権
利
で
（
同
じ
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
も
っ
て
）

「
過
去
が
じ
か
に

機

機

機

立
ち
現
わ
れ
る
」
と
い
う
理
論
を
築
く
ほ
か
な
か
っ 

。

　
大
森
が
直
接
的
な
経
験
に
根
ざ
す
〈
想
起
〉
に
限
ら
れ
る
過
去
論
に
固
執
し

て
維
持
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、〈
過
去
〉
の
も
つ
現
在
性
で
あ
る
。〈
想
起
〉

に
よ
っ
て
立
ち
現
わ
れ
る
〈
過
去
〉
は
過
去
形
で
語
ら
れ
な
が
ら
〈
現
在
〉
に

引
け
を
取
ら
な
い
な
ま
な
ま
し
さ
を
湛
え
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
〈
現
在
〉
に

影
響
を
及
ぼ
し
う
る
─
─
大
森
の
過
去
論
に
お
け
る
〈
過
去
〉
を
〈
現
在
〉
と

対
等
（
等
価
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
の
存
在
と
し
て
扱
う
視
点
を
、
国
語
学

習
の
回
想
の
意
義
を
見
い
だ
す
手
が
か
り
と
し
た
い
。

２
．
２
．〈
想
起
〉
の
原
因
と
し
て
の
〈
過
去
〉　
─
野
矢
茂
樹
の
過
去
論
─

　
大
森
は
〈
過
去
〉
を
想
起
的
（
＝
言
語
的
）
な
存
在
と
し
て
捉
え
た
が
、
想

起
で
き
な
い
〈
過
去
〉
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
野
矢
は
、「
過
去
は
わ
れ

わ
れ
が
い
ま
そ
れ
を
ど
う
思
い
出
そ
う
と
も
、
あ
る
い
は
思
い
出
さ
な
く
と
も
、

そ
れ
と
は
独
立
に
存
在
す
る
。
私
は
こ
の
実
感
を
保
持
し
た
い
。（
中
略
─
─
引

用
者
）
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
過
去
世
界
は
過
去
物
語
に
よ
っ
て
過
去
物
語
と

機

機

機

機

機

は
独
立
の
も
の
と
し
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

作
ら
れ
る
と
言
い
た 

。」
と
述
べ
、〈
過
去
〉
を
想
起

的
に
存
在
す
る
〈
過
去
〉（
＝
過
去
物
語
）
と
は
別
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

た 　１１

い 　１２

─　　─４４



大
森
は
な
る
ほ
ど
過
去
世
界
の
作
り
方
を
述
べ
は
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

こ
と
と
、
作
ら
れ
た
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
は
別
の
話
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
過
去
物
語
に
よ
っ
て

機

機

機

機

作
ら
れ
る
」
と
い
う
言
い
方
に
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
「
そ
の
家
は
レ
ン
ガ
に
よ
っ
て
作
ら

れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
も
す
る
し
、「
そ
の
家
は
伝
統
的
工
法
に
よ
っ

て
作
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
も
す
る
。
前
者
は
構
成
要
素
を
意
味

し
、
後
者
は
作
り
方
を
意
味
す
る
。「
に
よ
っ
て
」
に
は
い
く
つ
か
の
意
味

が
あ
り
、
そ
れ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。（「
そ
の
シ
チ
ュ
ー
は
彼
女
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
か
ら
彼
女
が
そ
の
シ
チ
ュ
ー
の
構
成
要
素
で
あ
る
こ

と
は
導
け
な
い
。）
そ
れ
ゆ
え
、
過
去
世
界
は
過
去
物
語
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
と
し
て
も
、
過
去
世
界
す
な
わ
ち

機

機

機

機

過
去
物
語
と
は
言
え
な
い
の
で
あ 

。

　
非
言
語
的
な
体
験
の
場
と
し
て
の
過
去
自
体
は
、
過
去
物
語
に
よ
っ
て

言
語
的
に
分
節
化
さ
れ
た
過
去
世
界
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

確
か
に
、
分
節
化
さ
れ
た
過
去
世
界
は
現
在
の
過
去
物
語
に
よ
っ
て

機

機

機

機

作
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
過
去
世
界
す
な
わ
ち
過
去
物
語
で
は
な
い
。

私
は
、
過
去
世
界
を
あ
く
ま
で
過
去
物
語
の
原
因
と
し
て
作
る
。
過
去
物

語
が
過
去
自
体
か
ら
で
き
ご
と
を
分
節
化
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
で
き

ご
と
を
原
因
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
触
発
は
、
こ

こ
に
お
い
て
因
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
い
ま
私
が
「
蝉
が
鳴
い
て
い
た
」

と
物
語
る
こ
と
は
、
蝉
が
鳴
い
て
い
た
と
い
う
で
き
ご
と
に
因
果
的
に
引

き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
物
語
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

過
去
世
界
は
、
そ
の
過
去
物
語
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

る 　１３

　
そ
し
て
原
因
と
結
果
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
同
じ
で
き
ご
と
で
は
な

い
。
ま
た
原
因
と
結
果
の
関
係
は
け
っ
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、

（
中
略
─
─
引
用
者
）
か
り
に
過
去
物
語
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
か
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
過
去
世
界
は
存
在
す
る
。
な
る
ほ
ど
、

「
蝉
が
鳴
い
て
い
た
」
と
語
る
か
ら
こ
そ
、
私
は
そ
の
原
因
と
な
っ
た
体
験

を
ま
さ
に
そ
の
語
り
を
用
い
て
「
セ
ミ
の
鳴
き
声
を
聞
い
て
い
た
体
験
」

と
し
て
捉
え
る
。
だ
が
私
は
過
去
の
そ
の
体
験
を
、
あ
く
ま
で
私
が
そ
の

よ
う
に
物
語
る
こ
と
と
は
独
立
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
語
り
出
す
の

で
あ 

。

　
野
矢
の
論
に
従
え
ば
、
想
起
的
に
存
在
す
る
〈
過
去
〉
は
〈
過
去
〉
の
部
分

で
し
か
な
い
。
野
矢
は
想
起
さ
れ
る
〈
過
去
〉
よ
り
も
想
起
さ
せ
る
〈
過
去
〉

の
ほ
う
が
「
は
る
か
に
豊
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
い
を
抑
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
語
ら
せ
る
力
を
も
ち
な
が
ら
、
し
か
し
語
ら
れ
な
か
っ
た
過
去
。
そ

れ
を
「
語
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
存
在
し
な
い
」
と
、
私
は
言
う
気
に
は
な
ら
な

 

。」
と
述
べ
る
が
、
な
ぜ
「
語
ら
せ
る
力
を
も
ち
な
が
ら
語
ら
れ
な
か
っ
た
過

去
」
に
も
語
ら
せ
る
力
が
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
い
た
い
の
だ
ろ
う

か
。

　
野
地
（
一
九
八
五
）
で
は
記
憶
に
は
な
い
が
記
録
と
し
て
は
残
っ
て
い
る
国

語
学
習
と
し
て
「
夏
期
作
文
練
習
帳
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
過
去
〉
も
存
在
す
る
と
い
う
実
感
は
納
得
が

で
き
る
が
、
そ
う
し
た
〈
過
去
〉
に
語
ら
せ
る
力
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う

に
思
う
。
し
か
し
、
な
が
ら
く
思
い
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
急
に
思
い
出
す
と

い
う
こ
と
は
誰
に
も
経
験
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
語
る
こ
と

る 　１４

い 　１５

─　　─４５



が
で
き
な
い
原
因

機

機

を
〈
過
去
〉
の
不
在
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
な
お
野
矢
は
〈
想
起
〉
の
真
偽
が
〈
現
在
〉
と
の
整
合
性
に
よ
る
こ
と
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
想
起
と
想
像
を
区
別
す
る
の
は
、
想
像
の
語
り
が
偽
で
も
か
ま
わ
な
い

の
に
対
し
て
、
想
起
の
語
り
は
真
で
あ
る
べ
き
と
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
偽

な
想
起
は
訂
正
さ
れ
る
か
撤
回
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
中
略
─
─
引
用
者
）

　
実
際
に
ど
の
よ
う
に
し
て
想
起
の
真
偽
が
決
定
さ
れ
う
る
の
か
を
考
え

よ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
現
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
こ

と
が
ら
で
し
か
な
い
。
他
人
の
記
憶
、
日
記
や
手
帳
と
い
っ
た
記
録
、
物

的
な
証
拠
、
あ
る
い
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
正
し
い
知
識
と
し
て
認
め
て
い

る
無
数
の
こ
と
（
世
界
の
あ
り
方
、
自
然
法
則
等
）。
そ
し
て
、
あ
る
一
つ

の
想
起
は
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
が
ら
と
の
整

合
性
に
よ
っ
て
、
真
偽
が
決
定
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
単
純
に
不
整
合
な
ら

偽
、
整
合
的
な
ら
真
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
現
在
の
こ
と

が
ら
と
の
整
合
性
を
も
と
に
し
て
真
偽
を
考
え
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
確

か
に
、
多
く
の
想
起
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
実
際
に
真
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ 

。

　〈
想
起
〉
の
真
偽
が
〈
現
在
〉
の
こ
と
が
ら
と
の
整
合
性
に
よ
る
と
い
う
こ
と

は
、〈
現
在
〉
の
ほ
う
が
〈
過
去
〉
に
対
し
て
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

〈
現
在
〉
に
つ
じ
つ
ま
が
あ
う
よ
う
に
し
か
私
た
ち
は
〈
過
去
〉
を
捉
え
ら
れ

る 　１６

ず
（
肯
定
的
に
せ
よ
、
否
定
的
に
せ
よ
）、〈
現
在
〉
が
移
り
変
わ
る
以
上
、〈
想

起
〉
の
内
容
も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、〈
想
起
〉
は
あ
る
〈
現

在
〉
と
の
整
合
性
に
よ
っ
て
随
時
変
更
さ
れ
る
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
私
た
ち
は
想
起
さ
れ
な
い
〈
過
去
〉
の
存
在
を
積
極
的
に
認
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
〈
想
起
〉
が
唯
一
の
〈
過
去
〉
に
還
元
で
き
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ず
に

そ
れ
ぞ
れ
の
意
義
や
重
要
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
野
矢
の
過
去
論
に
お
け
る
、
想
起
さ
れ
な
い
〈
過
去
〉
の
存
在
を
語
ら
せ
る

力
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
め
て
い
く
視
点
は
国
語
学
習
回
想
を
継
続
し
て
い
く

意
義
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ 

。

３
　
記
憶
す
る
た
め
の
〈
物
語
〉

─「
思
い
」
を
こ
め
て
み
る
─

　
大
森
と
野
矢
の
過
去
論
は
、〈
過
去
〉
を
言
語
的
も
の
に
限
定
す
る
の
か
、
非

言
語
的
な
も
の
も
含
む
の
か
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、〈
想
起
〉
を
き
っ
か

け
に
〈
過
去
〉
が
立
ち
上
が
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
物
語
り
を

し
て
い
く
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
小
川
洋
子
が
「
現
実
を
記
憶
し
て
い
く
と
き
で
も
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
憶
す

る
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
や
は
り
自
分
に
と
っ
て
嬉
し
い
こ
と
は
う
ん
と
膨

ら
ま
せ
て
、
悲
し
い
こ
と
は
う
ん
と
小
さ
く
し
て
と
い
う
ふ
う
に
、
自
分
の
記

憶
の
形
に
似
合
う
よ
う
な
も
の
に
変
え
て
、
現
実
を
物
語
に
し
て
自
分
の
な
か

に
積
み
重
ね
て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
い
え
ば
、
誰
で
も
生
き
て
い
る
限
り

は
物
語
を
必
要
と
し
て
お
り
、
物
語
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
ど
う
に
か
現
実
と

の
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
る
の
で 

。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
あ
り

う 　１７

す 　１８

─　　─４６



の
ま
ま
に
は
現
実
を
記
憶
で
き
な
い
。
し
か
し
、
嬉
し
い
こ
と
だ
か
ら

機

機

機

膨
ら
ま

せ
て
記
憶
で
き
る

機

機

機

わ
け
で
も
な
い
だ
ろ 

。「
自
分
の
記
憶
の
形
に
似
合
う
よ
う

な
も
の
」
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
る
か
私
た
ち
は
自
覚
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
こ
こ
で
は
、〈
記
憶
〉
は
あ
り
の
ま
ま
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
と
〈
物

語
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。

　
な
ぜ
あ
り
の
ま
ま
に
記
憶
で
き
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
あ
り
の
ま

ま
に
知
覚
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
野
矢
は
、
私
た
ち
は
あ
る
も
の
を
あ
る
概

念
の
も
と
に
開
け
る
「
典
型
的
な
物
語
」
を
こ
め
て
知
覚
す
る
と
言
う
。

　
相
貌
と
は
、
あ
る
も
の
を
あ
る
概
念
の
も
と
に
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
い
ま
や
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
貌
を
知
覚

す
る
と
は
、
そ
の
概
念
の
も
と
に
開
け
る
典
型
的
な
物
語
を
そ
こ
に
こ
め

て
知
覚
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
わ
れ
わ
れ

は
そ
こ
に
物
語
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
─
─
引
用
者
）

　
相
貌
は
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
物
語
の
内
に
位
置
づ
け
る
か
に
応
じ
て

変
化
す
る
。
例
え
ば
、
泣
い
て
い
る
女
性
が
写
っ
て
い
る
一
枚
の
写
真
は
、

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
物
語
の
一
場
面
な
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
貌
を
変

え
る
だ
ろ
う
。
悲
し
く
て
泣
い
て
い
る
、
つ
ら
く
て
泣
い
て
い
る
、
あ
る

い
は
く
や
し
く
て
泣
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
悲
し
く
て
泣
い
て
い

る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
読
み
取
ら
れ
る
物
語
に
よ
っ
て
、
そ
の
悲
し
み
の

深
さ
や
質
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
う
る
。
そ
の
一
枚
の
写
真
は
、
前
後
に
ど

ん
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
つ
か
に
よ
っ
て
、
劇
的
に
異
な
る
相
貌
を
も
ち
う

る
の
で
あ
る
。

う 　１９

　
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
出
会
う
ど
の
一
場
面
も
、
な
ん
ら
か
の
物
語
の
一

場
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
街
で
す
れ
違
う
ど
の
人
も
、
そ
の
人
な
り
の
来

し
方
と
行
く
末
を
も
っ
て
い
る
。
道
端
の
空
き
缶
に
も
、
そ
れ
な
り
の
来

し
方
と
行
く
末
が
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
物
語
の
一
場
面
と
見
る
か
に
よ
っ

て
、
そ
の
相
貌
が
決
ま
っ
て
く
る
。
あ
る
も
の
を
た
だ
「
犬
と
し
て
」
見

て
、
そ
れ
以
上
の
関
心
を
示
さ
な
い
と
き
、
そ
こ
に
読
み
こ
ま
れ
る
物
語

は
「
犬
」
と
い
う
語
を
用
い
て
語
ら
れ
る
典
型
的
な
物
語
で
あ
る
。
あ
る

い
は
そ
の
犬
に
さ
ら
に
「
盲
導
犬
と
し
て
」
の
相
貌
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、

私
は
そ
こ
に
「
訓
練
を
受
け
盲
人
の
歩
行
の
介
助
を
行
な
う
」
と
い
う
物

語
を
読
み
込
む
だ
ろ
う
。

　
相
貌
に
は
物
語
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
何
か
を
「
ａ
と
し
て
」

知
覚
す
る
と
は
、「
ａ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
語
り
出
さ
れ
る
典
型
的
な

物
語
を
そ
こ
に
こ
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
相
貌
と
は
、
言
語
が
わ

れ
わ
れ
に
見
せ
る
世
界
な
の
で
あ 

。

　
野
矢
は
「
典
型
的
な
物
語
」
を
「
言
語
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
「 
初
期
設
定 
」

デ
フ
ォ
ル
ト

で
あ 

」
と
言
う
。
そ
れ
は
変
更
可
能
な
も
の
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て

い
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
世
界
を
言
葉
で
語
り
尽
く
す

こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ 

。
あ
る
物
語
は
幾
通
り
に
も
（
さ
ま
ざ
ま
な

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
）
語
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、「
典
型
的
な

物
語
」
が
本
当
に
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
疑
わ
し
い
。
そ
れ
は
最
初
の
物

語
（ver.1

      
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
人
が
典
型
的
と
み
な
し

て
い
る
だ
け
で
、
あ
く
ま
で
仮
の
も
の
で
あ
り
、
決
定
的
・
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

る 　２０

る 　２１

る 　２２
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こ
う
し
た
考
え
は
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
の
論
考
に
も
み
ら
れ
る
。
グ
ッ

ド
マ
ン
は
「
多
く
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
正
確
に
は
ど
う
い
う
意
味
で

な
の
か
。
本
物
の
世
界
を
い
つ
わ
り
の
世
界
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
何
な
の
か
。

世
界
は
何
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
の
か
。
世
界
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の

か
。
そ
の
制
作
に
さ
い
し
て
記
号
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
。

さ
ら
に
世
界
制
作
は
知
識
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の 

。」
と
い
う
問
題

意
識
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
許
容
さ
れ
る
「
そ
れ
ら
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
包
む
全
体
の
編
成
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
両
価
的
な
あ
る
い

は
中
立
的
な
あ
る
も
の

機

機

機

機

」
で
は
な
い
と
し 

。
こ
れ
は
「
典
型
的
な
物
語
」
が

唯
一
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
ま
た
グ
ッ
ド
マ
ン
は
「
世
界

制
作
は
わ
れ
わ
れ
の
知
る
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
手
持
ち
の
世
界
か
ら
出
発
す
る
。

 
制
作
 と
は

メ
イ
キ
ン
グ

 
作
り
直
し 
な
の 

。」
と
述
べ
た
。
世
界
は
私
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら

リ
メ
イ
キ
ン
グ

れ
る
が
、
私
た
ち
は
す
で
に
何
ら
か
の
枠
組
み
の
も
と
に
あ
る
世
界
（
典
型
的

な
物
語
、「
犬
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
見
え
る
犬
）
を
作
り
直
し
て
い
る
の
だ

と
グ
ッ
ド
マ
ン
は
考
え
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
（
ａ
）
合
成
と
分
解
、（
ｂ
）

重
み
づ
け
、（
ｃ
）
順
序
づ
け
、（
ｄ
）
削
除
と
補
充
、（
ｅ
）
変
形
、
の
五
つ
が

検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
先
に
引
用
し
た
「
自
分
の
記
憶
の
形
に
似
合
う

よ
う
な
も
の
に
変
え
て
、
現
実
を
物
語
に
し
て
自
分
の
な
か
に
積
み
重
ね
て
い

く
」
こ
と
と
重
な
る
だ
ろ
う
。

　
グ
ッ
ド
マ
ン
は
「
制
作
」
と
い
う
言
葉
で
論
じ
た
が
〈
物
語
〉
を
制
作
す
る

と
は
述
べ
て
い
な
い
。
野
矢
は
な
ぜ
〈
物
語
〉
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
〈
現
在
〉
の
相
貌
に
は
〈
過
去
〉
や
〈
未
来
〉
へ
の
志
向
が
含
ま

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か 　２３

た 　２４

だ 　２５

　
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、「
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ

ろ
う
か
。

　
少
な
く
と
も
そ
れ
は
表
立
っ
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

過
去
、
未
来
、
反
事
実
的
可
能
性
、
そ
し
て
排
除
さ
れ
る
無
数
の
可
能
性
、

そ
う
し
た
物
語
が
織
り
成
す
全
体
を
、
私
が
い
ま
表
立
っ
て
す
べ
て
考
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
事
情
に
対
す
る
一
つ
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
は
メ
ロ
デ
ィ
を
口
ず
さ
む
場
合
で
あ
る
。
あ
る
歌
を
口
ず
さ
も
う

と
し
て
最
初
の
音
を
口
に
す
る
。
そ
の
と
き
確
か
に
、
最
初
の
そ
の
一
音

に
す
で
に
そ
の
歌
の
全
体
（
少
な
く
と
も
最
初
の
数
小
節
）
を
こ
め
て
い

る
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
そ
の
歌
の
全
体
の
こ
と
を
頭
で
考
え
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
。
私
は
た
だ
、
そ
の
歌
の
出
だ
し
の
音
と
し
て
、
そ
の
一
音

を
口
に
し
た
だ
け
で
し
か
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
的
に
言
え
ば
、「
は
ー
」
と

い
う
歌
い
出
し
に
お
い
て
私
は
、「
歓
喜
の
歌
」
で
は
な
く
「
憧
れ
の
ハ
ワ

イ
航
路
」
を
予
持
（Protention

          
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
私
が
生
き
て
い
る
そ
こ
は
つ
ね
に
「
い
ま
」
で
あ
り
、
私

が
向
か
い
合
っ
て
い
る
の
は
つ
ね
に
現
実
の
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
け
っ

し
て
静
止
し
た
一
時
点
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
さ
さ
か
比
喩

的
か
つ
曖
昧
な
言
い
方
に
な
っ
て
も
ど
か
し
い
の
だ
が
、
私
の
立
っ
て
い

る
そ
こ
は
、
静
止
し
た
点
で
は
な
く
、
運
動
の
途
上
に
あ
り
、
一
定
の
方

向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
し

た
運
動
の
方
向
に
対
す
る
感
受
性
を
確
か
に
も
っ
て
い
る
。
そ
の
現
わ
れ

が
、
相
貌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
お
そ
ら
く
相
貌
は
、
行
為
な
い
し
行
為
の

意
図
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
私
は
ま
だ
そ
う
し

た
こ
と
を
見
通
せ
て
い
な 

。）
い 　２６

─　　─４８



　
野
矢
が
言
う
よ
う
に
、〈
過
去
〉
や
〈
未
来
〉
の
可
能
性
（
全
体
）
を
す
べ
て

考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
〈
想
起
〉
の
真
偽
が
〈
現
在
〉
と
の
整
合
性

に
お
い
て
点
検
さ
れ
る
よ
う
に
、
見
え
る
世
界
の
確
か
さ
の
感
じ
を
〈
物
語
〉

と
い
う
形
式
（
前
後
の
文
脈
を
も
つ
も
の
）
が
支
え
る
の
だ
ろ
う
。〈
物
語
〉
は

つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
こ
と
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、「
物
語
と
は
ま
さ
に
、

普
通
の
意
味
で
は
存
在
し
得
な
い
も
の
、
人
と
人
、
人
と
物
、
場
所
と
場
所
、

時
間
と
時
間
等
々
の
間
に
隠
れ
て
、
普
段
は
あ
い
ま
い
に
見
過
ご
さ
れ
て
い
る

も
の
を
表
出
さ
せ
る 

」、「
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
許
し
、
む
し
ろ
尊
び
、

そ
こ
に
こ
そ
真
実
を
見
出
そ
う
と
す 

」
も
の
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
し
て
私

た
ち
は
、
あ
い
ま
い
な
も
の
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
包
み
込
む
と
こ
ろ
に
確
か
さ

を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　〈
物
語
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
時
間
的
な
前
後
の
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の

と
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
何
か
も
存
在
し

な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
感
慨
に
寄
り
添
う
も
の
で
あ 

。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ

て
強
め
ら
れ
る
の
は
、〈
過
去
〉
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
事
実
の
確

か
さ
よ
り
も
〈
過
去
〉
は
確
か
に
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
実
感
で
あ
る
。

４
　〈
過
去
〉
の
存
在
を
実
感
す
る
こ
と
の
意
味

　
こ
こ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
す
べ
て
の
論
者
に
通
底
す
る
こ
と
は
、〈
過
去
〉
や

〈
世
界
〉
が
確
か
に
あ
る
と
い
う
実
感
を
ど
う
す
れ
ば
説
明
で
き
る
の
か
に
力

を
注
い
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。〈
過
去
〉
は
〈
想
起
〉
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら
れ

る
。
私
た
ち
は
〈
想
起
〉
に
よ
る
〈
物
語
〉
の
な
か
に
、
生
き
生
き
と
語
ら
れ

る
〈
過
去
〉
と
、
ま
だ
語
ら
れ
ず
あ
い
ま
い
な
ま
ま
だ
け
れ
ど
も
確
か
に
存
在

器 　２７

る 　２８

る 　２９

す
る
も
の
と
し
て
の
〈
過
去
〉
を
見
い
だ
す
─
─
で
は
〈
過
去
〉
が
あ
る
と
い

う
実
感
が
な
ぜ
私
た
ち
を
支
え
励
ま
す
の
か
。
そ
れ
は
、「
見
え
て
い
る
」
と
い

う
こ
と
が
私
の
存
在
を
支
え
る
よ
う
に
、〈
過
去
〉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
私
が

い
た

機

機

と
い
う
こ
と
を
支
え
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
こ
の
空
間
的
風
景
（
あ
る
い
は
、
風
景
空
間
と
も
い
え
る
）
の
中
に

い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
移
動
し
た
り
向
き
を
変
え
た
り
瞼
を
開
閉
し

た
り
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
動
作
主
体
で
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
「
私
」

は
登
場
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
空
間
風
景
が
（
ど
ん
な
意
味
で
あ

れ
）
認
識
論
的
に
「
私
に
対
し
て
見
え
て
い
る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。

吐
き
気
や
痛
み
が
た
だ
あ
る
よ
う
に
、
空
間
風
景
は
た
だ
見
え
て
い
る
だ

け
な
の
で
あ
る
。
吐
き
気
や
痛
み
が
た
だ
あ
る
こ
と
の
中
に
何
の
主
客
構

造
の
紋
様
も
な
い
よ
う
に
、
空
間
風
景
が
た
だ
見
え
て
い
る
こ
と
の
中
に

何
の
主
客
構
造
も
な
い
の
で
あ
る
。
私
が
、「
見
え
て
い
る
」
こ
と
の
条
件

な
の
で
は
な
い
。「
見
え
て
い
る
」
こ
と
（
そ
の
状
況
）
が
、「
私
が
い
る
」

こ
と
な
の
で
あ 

。

　
国
語
学
習
回
想
に
ひ
き
つ
け
て
言
え
ば
、
私
は
確
か
に
学
ん
だ
の
だ
と
い
う

実
感
が
自
信
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
至
極
当
然
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
私
た

ち
は
身
に
つ
い
た
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
身
に
つ
け
た
か
を
忘
れ
て
し
ま

う
こ
と
も
多 

。
し
か
し
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
身
に
つ
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
こ
そ
学
び
の
し
る
し
（
痕
跡
）
で
あ
り
、〈
想
起
〉
の
き
っ
か
け
と
し
て
認

識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

る 　３０
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身
体
的
記
憶
は
、
そ
れ
が
「
記
憶
」
で
あ
る
た
め
に
は
言
語
的
な
想
起
を

必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
的
記
憶
は
そ
れ
自
体
で
は
過
去
へ
の
志
向

性
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
的
記
憶
を
「
記
憶
」
と
し
て
過
去
に

結
び
つ
け
る
も
の
は
言
語
的
な
想
起
以
外
に
な
い
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に

は
興
味
深
い
構
造
が
確
認
さ
れ
る
。
言
語
的
な
想
起
は
、
そ
の
基
盤
と
し

て
身
体
的
記
憶
を
必
要
と
す
る
。
過
去
に
触
発
さ
れ
た
特
定
の
身
体
的
反

応
を
も
た
な
い
者
は
、
過
去
を
物
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
、
身
体

的
記
憶
を
「
記
憶
」
た
ら
し
め
る
に
は
言
語
的
な
想
起
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
事
情
を
こ
ん
な
ふ
う
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
─
─
言
語
的

な
想
起
と
い
う
能
力
は
身
体
的
記
憶
が
支
え
、「
身
体
的
記
憶
」
と
い
う
概機

念機

は
言
語
的
な
想
起
が
支
え 

。

　〈
想
起
〉
は
身
に
つ
い
て
い
る
こ
と
を
〈
過
去
〉
と
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が
私
た
ち
を
励
ま
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
た
と
え
い
ま
語
り

出
せ
な
く
と
も
、
語
ら
せ
る
〈
過
去
〉
が
眠
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
身
に
つ
い

て
い
る
何
か
を
意
識
す
る
こ
と
も
私
た
ち
を
支
え
う
る
─
─
こ
う
し
た
〈
想
起
〉

と
〈
過
去
〉
の
関
係
へ
の
目
配
り
を
可
能
に
す
る
手
立
て
と
し
て
国
語
学
習
回

想
は
機
能
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５
　
お
わ
り
に

─
国
語
学
習
の
回
想
に
資
す
る
〈
過
去
〉
の
捉
え
方
─

　〈
想
起
〉
を
契
機
と
し
て
〈
過
去
〉
は
起
ち
上
げ
ら
れ
る
。
ま
た
〈
過
去
〉
は

〈
現
在
〉
に
照
ら
し
て
語
ら
れ
る
〈
物
語
〉
で
あ
り
、〈
物
語
〉
と
い
う
か
た
ち

る 　３２

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
ら
れ
な
い
〈
過
去
〉
の
存
在
感
は
よ
り
強
め
ら
れ

る
。
そ
し
て
そ
の
〈
物
語
〉
は
〈
現
在
〉
と
と
も
に
変
化
し
続
け
る
─
─
以
上

が
本
稿
で
考
察
し
た
内
容
の
概
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
国
語
学
習
の
回
想
に
ど

の
よ
う
に
資
す
る
か
検
討
し
た
い
。

　
国
語
学
習
回
想
は
、〈
過
去
〉
を
国
語
学
習
や
言
語
生
活
の
一
面
と
し
て
意
味

づ
け
て
物
語
ろ
う
と
す
る
行
為
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
不
完
全
で
不
確
か
な
〈
物

語
〉
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
国
語
学
習
者
や
言
語
生
活
者
と
し

て
生
き
て
き
た
実
感
の
発
見
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
長
田
が
「
記

憶
と
い
う
土
の
中
に
種
を
播
い
て
、
季
節
の
な
か
で
手
を
か
け
て
そ
だ
て
る
こ

と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
こ
と
ば
は
な
か
な
か
実
ら
な
い
。
じ
ぶ
ん
の
記
憶
を
よ

く
耕
す
こ
と
。
そ
の
記
憶
の
庭
に
そ
だ
っ
て
ゆ
く
も
の
が
、
人
生
と
よ
ば
れ
る

も
の
な
の
だ
と
思
う
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
思
い
は
せ
る
の
は
、
た
だ
、
一
人

の
わ
た
し
の
時
間
と
場
所
が
、
ど
の
よ
う
な
記
憶
に
よ
っ
て
明
る
く
さ
れ
、
活

か
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と 

。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
国
語
学
習
を
回
想
す

る
こ
と
は
〈
現
在
〉
に
照
ら
し
て
〈
過
去
〉
を
育
て
て
い
く
主
体
と
な
る
手
立

て
に
な
る
は
ず
だ
。

　
な
お
国
語
学
習
回
想
で
は
語
ら
れ
た
〈
過
去
〉
に
注
目
し
が
ち
で
あ
る
が
、

語
ら
れ
る
〈
過
去
〉
と
は
あ
る
時
点
の
〈
現
在
〉
に
照
ら
し
て
筋
の
通
る
〈
物

語
〉
に
限
定
さ
れ
る
。〈
現
在
〉
と
と
も
に
可
変
的
な
も
の
と
し
て
〈
過
去
〉
を

捉
え
る
こ
と
は
国
語
学
習
回
想
の
継
続
に
よ
っ
て
〈
過
去
〉
を
育
て
る
主
体
を

育
て
る
こ
と
に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
語
ら
れ
な
い
〈
過
去
〉
も
そ
の
存

在
感
は
語
ら
れ
た
〈
過
去
〉
や
身
体
的
記
憶
か
ら
起
ち
上
げ
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
内
容
や
所
在
は
わ
か
ら
な
い
が
確
か
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
感
じ
ら

れ
る
も
の
と
し
て
〈
過
去
〉
を
捉
え
る
こ
と
は
、
継
続
的
な
振
り
返
り
を
励
ま

だ 　３３

─　　─５０



す
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

　
Ｈ
・
Ｓ
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
は
人
生
を
良
書
に
喩
え
、
入
り
込
む
ほ
ど
意
味
を
理

解
で
き
、
細
部
に
も
愛
情
深
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
で
作
品
を
誇
り
に
思

う
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
う
え
で
、「
他
者
だ
け
が
、
私
た
ち
の
人
生
を
通
し

て
作
り
上
げ
た
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
記
憶
に
と
ど
め
て

く
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
あ
る
友
人
が
か
つ
て
、
人
生
は
質
の
よ
い
ワ
イ
ン
の
よ
う
な
も
の
だ
、

年
月
を
経
る
ご
と
に
価
値
が
高
ま
る
の
だ
か
ら
、
と
言
い
ま
し
た
。
私
は

ワ
イ
ン
を
飲
む
た
び
に
残
り
が
少
な
る
と
い
う
意
味
で
そ
の
比
喩
は
好
き

で
は
な
い
、
と
そ
の
友
人
に
話
し
ま
し
た
。
私
は
む
し
ろ
人
生
を
良
書
と

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
に
深
く
入
り
込
め
ば
入
り
込
む
ほ
ど
、
ま
す

ま
す
本
の
世
界
と
一
体
化
し
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
登
場

人
物
を
理
解
す
る
目
が
し
っ
か
り
と
養
わ
れ
、
そ
の
前
に
書
か
れ
た
出
来

事
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
な
り
ま
す
。
本
の
終
わ
り
に
た
ど
り
つ
け
ば
、

完
全
に
読
み
遂
げ
た
と
い
う
満
足
感
が
あ
り
ま
す
。

　
い
う
な
れ
ば
人
生
は
芸
術
作
品
で
す
。
さ
ら
に
作
品
の
細
部
に
ま
で
愛

情
深
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
な
ら
、
仕
上
が
っ
た
作
品
を
誇
り
に
思
う
こ

と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
作
家
は
、
自
分
の
本
が
何

百
マ
イ
ル
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
む
知
ら
な
い
人
に
読
ま
れ
、
そ
の
よ
う

な
読
者
に
ど
ん
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
知
る
こ
と
も
な
い
の
に
、
ど
う
し

て
書
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？
　
私
た
ち
が
そ
れ
ら
の
問
い
へ

の
答
え
を
知
る
と
き
、
私
た
ち
は
な
ぜ
、
い
つ
の
日
か
命
を
召
さ
れ
る
こ

と
を
よ
く
承
知
し
な
が
ら
、
人
生
に
お
い
て
懸
命
に
働
き
、
自
分
の
人
生

を
通
し
て
何
か
を
作
り
上
げ
る
か
を
理
解
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
他

者
だ
け
が
、
私
た
ち
の
人
生
を
通
し
て
作
り
上
げ
た
作
品
が
ど
れ
ほ
ど
よ

い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
記
憶
に
と
ど
め
て
く
れ
る
で
し
ょ 

。

　
国
語
学
習
の
回
想
は
自
ら
の
学
び
に
愛
情
深
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
、
学
ん
で

き
た
私
に
誇
り
を
も
つ
契
機
に
な
る
。
ま
た
国
語
学
習
回
想
と
い
う
主
体
的
な

〈
物
語
〉
を
他
者
と
分
か
ち
合
う
こ
と
に
は
、
個
別
的
な
学
び
を
対
話
的
・
協
働

的
に
支
え
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
機
会
に
論
じ

ら
れ
れ
ば
と
思
う
。

注１
　
二
〇
一
六
・
十
二
・
二
十
一

２
　「「
主
体
的
な
学
び
」
の
実
現
に
向
け
て
、
子
供
自
身
が
目
的
や
必
要
性
を

意
識
し
て
取
り
組
め
る
学
習
と
な
る
よ
う
、
学
習
の
見
通
し
を
立
て
た
り
振

り
返
っ
た
り
す
る
学
習
場
面
を
計
画
的
に
設
け
る
こ
と
、
子
供
た
ち
の
学
ぶ

意
欲
が
高
ま
る
よ
う
、
実
社
会
や
実
生
活
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
た
学
習
課

題
と
し
て
、
子
供
た
ち
に
身
近
な
話
題
や
現
代
の
社
会
問
題
を
取
り
上
げ
た

り
自
己
の
在
り
方
生
き
方
に
関
わ
る
話
題
を
設
定
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
学
習
を
振
り
返
る
際
、
子
供
自
身
が
自
分
の
学
び
や

変
容
を
見
取
り
自
分
の
学
び
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
、
説
明
し
た
り
評
価

し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。」（
一
三
〇
頁
、
傍
線
は

引
用
者
。
以
下
同
じ
）

３
　
竜
田
徹
（
二
〇
一
四
）
六
四
頁

４
　
長
田
弘
（
二
〇
一
二
）
一
二
九
頁

う 　３４

─　　─５１



５
　「
想
起
の
言
語
命
題
か
ら
過
去
実
在
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ

ら
の
言
語
命
題
の
意
味
の
中
に
過
去
実
在
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
い
た
い

の
で
あ
る
。（
中
略
─
─
引
用
者
）
し
か
し
そ
れ
は
過
去
が
実
在
し
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
過
去
な
る
も
の
が
想
起
と
い
う
意
識
の
外
に
そ
れ

と
独
立
し
て
実
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
想
起
さ
れ
る
命
題
の
言
語
的
意
味

の
中
に
実
在
す
る
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
大
森
荘
蔵
（
一
九

九
二
）
一
一
四
～
一
一
五
頁
）

６
　「
だ
が
、
想
起
の
様
態
を
も
つ
思
い
的
立
ち
現
わ
れ
の
相
当
部
分
に
共
通
し

た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
に
「
か
つ
て
知
覚
的
に
立
ち
現
わ
れ
た
」
と
い
う
、
い

わ
ば
消
印
が
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」（
大
森
荘
蔵
（
一
九
七
六
）

『
物
と
心
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
二
一
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
が
、「
か
つ

て
知
覚
的
に
立
ち
現
わ
れ
た
」
と
い
う
判
断
は
や
は
り
現
在
の
私
に
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
立
ち
現
わ
れ
自
体
に
消
印
が
伴
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。

７
　「
ま
ず
第
一
に
、
想
起
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
る
過
去
は
差
異
性
と
言
う
維

持
的
な
出
現
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
初
体
験
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
当
然
記
憶
像
な
ど
は
無
用
の
も
の
と
し
て
廃
棄
さ
れ
る
）。」（
大

森
荘
蔵
（
一
九
九
二
）
一
二
六
頁
）

８
　
大
森
荘
蔵
（
一
九
八
二
）
二
三
三
～
二
三
四
頁

９
　
大
森
荘
蔵
（
一
九
八
二
）
二
三
一
頁

　
　
中
島
義
道
（
二
〇
一
四
）
一
〇
四
頁

１０　
　
中
島
義
道
（
二
〇
一
四
）
二
三
〇
頁

１１　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
四
七
頁

１２　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
四
六
～
三
四
七
頁

１３

　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
五
〇
～
三
五
一
頁

１４　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
五
一
頁

１５　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
四
四
～
三
四
五
頁

１６　
　「
学
習
当
時
の
印
象
と
し
て
は
、
先
生
の
指
示
に
対
す
る
「
驚
き
」
や
、
最

１７
後
ま
で
読
ま
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
「
嬉
し
さ
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
そ
の

後
の
歩
み
の
な
か
で
繰
り
返
し
思
い
返
さ
れ
、
温
め
ら
れ
、
次
第
に
白
田
時

太
先
生
に
よ
る
国
語
教
育
的
判
断
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。」（
竜
田
徹
（
二
〇
一
四
）
六
六
頁
）

　
　
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
七
）
二
二
頁

１８　
　「
人
間
は
時
と
し
て
現
実
を
む
し
ろ
自
分
の
心
を
よ
り
痛
め
つ
け
る
方
向
に
、

１９
物
語
を
変
え
て
受
け
止
め
」、
そ
の
物
語
を
悲
し
む
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
「
現
実
を
無
理
矢
理
、
受
け
入
れ
難
い
形
に
物
語
化
」
す
る
の
は
「
良
心

に
基
づ
い
た
物
語
を
獲
得
す
る
た
め
」
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
「
苦
し
い
現

実
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
物
語
」
な
の
で
あ
る
。（
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
七
）

三
〇
～
三
六
頁
、
河
合
隼
雄
・
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
八
）
七
〇
～
七
四
頁
）

　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
四
〇
四
～
四
〇
五
頁

２０　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
四
〇
七
頁

２１　
　「
世
界
を
語
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
世
界
は
私

２２
を
驚
か
し
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
典
型
的
な
物
語
の
世
界
は
、
私
に
と
っ
て
あ

く
ま
で
も
ス
タ
ー
ト
地
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
典
型
的
な
物
語
と
は
、
言
語

に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
「 
初
期
設
定 
」
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
私

デ
フ
ォ
ル
ト

は
ま
ず
、
言
語
が
見
せ
る
相
貌
の
世
界
に
立
つ
。
そ
し
て
、
世
界
の
実
在
性

に
動
か
さ
れ
、
新
た
な
物
語
へ
と
歩
を
進
め
る
の
で
あ
る
。」（
野
矢
茂
樹

（
二
〇
一
一
）
四
〇
七
頁
）

─　　─５２



　
　
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
菅
野
盾
樹
訳
）（
二
〇
〇
八
）
一
八
頁

２３　
　「
そ
れ
ぞ
れ
が
正
し
く
て
、
し
か
も
対
象
を
な
し
、
す
べ
て
が
唯
一
の
も
の

２４
へ
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
多
く
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。
こ
う

し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
許
容
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
の
統
一
は
、
多
く
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
下
に
あ
る
両
価
的
な
あ
る
い
は
中
立
的
な
あ
る
も
の

機

機

機

機

に
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
包
む
全
体
の
編
成
の
う
ち
に
求
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」（
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
菅
野
盾
樹
訳
）（
二
〇
〇

八
）
二
四
～
二
五
頁
）

　
　
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
菅
野
盾
樹
訳
）（
二
〇
〇
八
）
二
六
頁

２５　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
四
一
四
～
四
一
五
頁

２６　
　
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
七
）
一
一
八
頁

２７　
　
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
七
）
一
一
八
頁

２８　
　「
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
像
＝
コ
ピ
ー
」
と
「
思
い
」
は
ど
こ
が
違
う
の
か

２９
と
問
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
前
者
が
二
元
論
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
一

元
論
を
保
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
こ
か
ら
推
し
て
い

く
と
、「
像
」
が
本
物
の
写
し
＝
コ
ピ
ー
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
思
い
」
は

本
物
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
／
わ
れ

わ
れ
は
普
通
、
知
覚
的
な
も
の
を
本
物
と
考
え
ま
す
が
、
本
物
に
は
異
な
っ

た
二
通
り
の
「
あ
り
方
」
が
あ
る
。
一
つ
は
、「
知
覚
的
あ
り
方
」
で
あ
っ
て
、

も
う
一
つ
は
「
思
い
的
（
非
知
覚
的
）
あ
り
方
」
で
す
。「
六
〇
年
前
の
運
動

会
」
は
、
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
知
覚
的
あ
り
方
と
思
い
的
（
非
知
覚
的
）
あ

り
方
を
し
て
い
る
の
で
す
。」（
中
島
義
道
（
二
〇
一
四
）
一
三
七
頁
）

　
　
大
森
が
立
ち
現
わ
れ
る
も
の
を
「
像
＝
コ
ピ
ー
」
で
は
な
く
「
思
い
」
と

３０

し
て
の
立
ち
現
わ
れ
で
あ
る
と
表
現
し
、
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
「
知
覚
的
あ

り
方
と
思
い
的
（
非
知
覚
的
）
あ
り
方
を
し
て
い
る
」
と
捉
え
た
こ
と
も

〈
物
語
〉
を
こ
め
て
み
る
こ
と
に
通
じ
る
だ
ろ
う
（
大
森
荘
蔵
（
一
九
八
二
）

六
二
頁
）。

　
　「
テ
ス
ト
学
力
、
練
習
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
の

３１
痕
跡
が
成
果
が
残
ら
な
い
か
ら
む
な
し
い
と
い
う
ふ
う
に
は
言
え
な
い
と
思

う
ん
で
す
よ
ね
。
習
熟
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
す
か
ら
、
あ
る
所
ま
で
い
き

ま
す
と
、
そ
れ
は
完
全
に
身
に
つ
け
ば
も
う
、
忘
れ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

お
の
ず
か
ら
の
こ
と
で
す
の
で
、
技
能
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う

宿
命
を
一
方
で
も
っ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。」（
野
地
潤
家
（
一
九
八
五
）

四
七
頁
）

　
　
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）
三
六
一
頁

３２　
　
長
田
弘
（
二
〇
一
二
）
一
二
九
～
一
三
〇
頁

３３　
　
Ｈ
・
Ｓ
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
（
松
宮
克
昌
訳
）（
二
〇
一
七
）
二
二
五
頁

３４参
考
引
用
文
献

・
大
森
荘
蔵
（
一
九
七
六
）『
物
と
心
』
東
京
大
学
出
版
会

・
大
森
荘
蔵
（
一
九
八
二
）『
新
視
覚
新
論
』
東
京
大
学
出
版
会

・
野
地
潤
家
（
一
九
八
五
）『
国
語
教
育
の
探
究
』
共
文
社

・
大
森
荘
蔵
（
一
九
九
二
）『
時
間
と
自
我
』
青
土
社

・
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
七
）『
物
語
の
役
割
』
筑
摩
書
房

・
河
合
隼
雄
・
小
川
洋
子
（
二
〇
〇
八
）『
生
き
る
と
は
、
自
分
の
物
語
を
つ

く
る
こ
と
』
新
潮
社

・
ネ
ル
ソ
ン
・
グ
ッ
ド
マ
ン
（
菅
野
盾
樹
訳
）（
二
〇
〇
八
）『
世
界
制
作
の
方

─　　─５３



法
』
筑
摩
書
房
（
初
出
一
九
八
七
、
み
す
ず
書
房
）

・
野
矢
茂
樹
（
二
〇
一
一
）『
語
り
え
ぬ
も
の
を
語
る
』
講
談
社

・
長
田
弘
（
二
〇
一
二
）『
記
憶
の
つ
く
り
方
』
朝
日
新
聞
出
版
（
初
出
・
一

九
九
八
、
晶
文
社
）

・
竜
田
徹
（
二
〇
一
四
）「
野
地
潤
家
述
「
国
語
学
習
の
極
印
と
深
化
」
に
関

す
る
一
考
察
」
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
国
語
文
化
教
育
学
講
座

『
論
叢
　
国
語
教
育
学
』
復
刊
五
号
（
通
巻
一
〇
号
）

・
中
島
義
道
（
二
〇
一
四
）『
生
き
生
き
し
た
過
去
─
─
大
森
荘
蔵
の
時
間
論
、

そ
の
批
判
的
解
読
─
─
』
河
出
書
房
新
社

・
竜
田
徹
（
二
〇
一
五
）「
国
語
学
習
史
記
述
実
践
の
意
義
と
方
法
─
─
国
語
科

教
育
に
お
け
る
学
習
者
の
目
標
意
識
の
育
成
に
向
け
て
─
─
」
広
島
大
学
附

属
中
高
等
学
校
『
国
語
科
研
究
紀
要
』
四
六
号

・
中
央
教
育
審
議
会
（
二
〇
一
六
）「
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学

校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
習
指
導
要
等
の
改
善
及
び
必
要
な
方
策
等
に
つ

い
て
（
答
申
）」

・
甲
斐
睦
朗
ほ
か
（
二
〇
一
六
）『
国
語
１
』『
国
語
２
』『
国
語
３
』
光
村
図

書
・
Ｈ
・
Ｓ
・
ク
シ
ュ
ナ
ー
（
松
宮
克
昌
訳
）（
二
〇
一
七
）『
私
の
生
き
た
証
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
─
─
大
人
の
た
め
の
人
生
論
』
岩
波
書
店

（
弘
前
大
学
）

─　　─５４




