
横
光
利

一

｢
日
輪
｣

･｢悲
し
み
の
代
価
｣

-

未
来
の
文
学
に
向
け
て

-

石
田

仁
志

〓

)

横
光
利

一
の
文
学
的
生
涯
は

≡
一口
で
言
え
ば
'
常
に

〟新
し
さ
文
学
〟

を
追
い
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
｡
新
感
覚
派
と
呼
ば
れ
た

時
代
は
言
う
に
及
ば
ず
'
｢純
粋
小
説
論
｣
(昭
10

･
4
)
の
発
表
で
日
本

の
近
代
小
説
の
あ
り
方
に

一
石
を
投
じ
'
更
に
は
日
中
戦
争

･
太
平
洋
戦

争
か
ら
敗
戦

へ
と
社
会
が
動
乱
の
時
代
を
駆
け
抜
け
て
い
-
中
で
『旅
愁
』

を
書
き
続
け
た
､
後
半
期
か
ら
晩
年
に
於
て
も
そ
の
姿
勢
は
変
ら
な
か
っ

た
と
言
え
る
｡

大
正
十
二
年

1
月
創
刊
の

『文
垂
春
秋
』
創
刊
号
と
三
月
号
と
に
横
光

利

一
は

｢時
代
は
放
蕩
す
る

(階
級
文
学
者
諸
卿
へ
)｣
｢新
ら
し
き
三
つ

の
焦
点

(批
評
家

へ
質
問
五
つ
)｣
と
い
う
二
つ
の
文
章
を
発
表
し
て
い
る
｡

そ
こ
で
は
五
月
に
｢蝿
｣
｢
日
輪
｣
を
以
て
文
壇
に
登
場
す
る
直
前
の
横
光

が
､
新
人
作
家
と
し
て
の
自
己
の
ス
タ
ン
ス
を
多
少
気
負
い
に
満
ち
た
文

辞
で
語
っ
て
い
る
｡
｢時
代
は
放
蕩
す
る
｣
の
中
で
ま
ず
彼
は
文
学
を

｢階

級
打
破
の
武
器
｣
と
す
る
階
級
文
学
を
否
定
す
る
｡
｢時
代
｣
は
そ
れ

｢自

体
か
ら
発
し
た
無
数
の
文
学
と
命
名
せ
ら
れ
た
る
供
物
｣
を

｢漁
っ
て
｣

選
択
し
'
捨
て
'
移
り
､
そ
し
て

｢進
化
｣
す
る
と
横
光
は
捉
え
る
｡
そ

れ
が

｢放
蕩
す
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て

｢文
学
な
る
供
物
｣

は

｢常
に
時
代
の
黙
し
た
諌
言
者
で
あ
り
'
優
し
き
慰
楽
者
で
あ
り
'
何

も
の
よ
り
も
真
を
貴
ぶ
も
の
｣
と
し
て
､
｢不
断
に
放
蕩
す
る
時
代
に
と
り

て
は
よ
り
美
と
な
り
善
と
な
っ
て
光
り
を
放
つ
｣
と
横
光
は
述
べ
る
｡

一

種
の
芸
術
派
宣
言
で
あ
る
｡
そ
の
点
で
は
大
正
十

一
年
か
ら
の
階
級
文
学

論
争
の
中
で
平
林
初
之
助
や
青
野
李
士
口
ら
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
し

プ
ロ
パア

て
､
芸
術
派
擁
護
の
論
陣
を
張
っ
た
菊
池
寛

(｢芸
術
本

態

に
階
級
な
し
｣
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(大
日

･
5
)
)
ら
の
延
長
線
上
に
あ
る
｡
し
か
し
ま
た
'
未
来
の
文
学
は

｢新
ら
し
さ
感
覚
｣
｢刻
々
停
滞
を
赦
さ
ぬ
新
鮮
な
火
華
を
散
ら
し
て
進
む

時
代
感
覚
｣
を
持
っ
て

｢時
代
｣
と
と
も
に
進
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
､
既
存
の
文
学
を
守
る
と
い
う
の
で
は
な
-
'

こ
れ
は
自
己
の
未
来
を
賭
し
た
挑
戦
状
で
も
あ
っ
た
｡
｢新
ら
し
さ
三
つ

の
焦
点
｣
で
も
横
光
は
同
様
に
階
級
文
学
論
を
攻
撃
し
､
批
評
家

へ
の
質

問
と
い
う
形
で
自
ら
の
考
え
る

｢未
来
の
文
学
｣
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
｡

‖
省
略
｡

日
然
ら
ば
､
人
類
の
不
幸
は
階
級
意
識
を
壊
滅
し
得
た
共
産
主
義
の

治
下
に
於
て
'
不
完
全
な
り
と
も
全
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
い

,4
.･ヽ

カ
カ
7
.

日
然
ら
ば
社
会
か
ら
階
級
意
識
の
全
滅
と
同
時
に
､
必
然
的
に
来
る

可
き
美
醜
意
識
の
階
級
争
闘
的
闘
争
の
勃
興
が
､
.よ
り
以
上
人
類
を

不
幸
に
導
か
な
い
か
-

佃
然
ら
ば
時
代
精
神
に
順
応
す
る
こ
と
よ
り
も
'
時
代
精
神
の
胎
ん

だ
悪
質
か
ら
生
ず
る
人
類
の
不
幸
を
未
然
に
防
が
ん
と
努
力
す
る
こ

と
に
'
よ
-
以
上
の
文
学
の
使
命
を
感
じ
て
は
な
ら
な
い
か

(以
下

略
)

㈲
然
ら
ば
未
来
の
文
学
の
突
進
す
べ
き
方
向
は
'
時
代
精
神
を
支
配

し
た
潜
刺
た
る
道
徳
と
美
の
世
界
に
拡
が
る
必
要
は
断
じ
て
な
い
か
｡

こ
こ
で
は
横
光
は
'
政
治
的
な
階
級
闘
争
よ
り
も
美
醜
を
め
ぐ
る
人
間

の
闘
争
の
ほ
う
が
根
源
的
な
問
題
で
あ
-
'
｢反
動
的
に
流
動
す
る
性
質
｣

を
持
っ
て

｢
人
類
の
歴
史
を
創
造
す
る
｣
と
こ
ろ
の

｢時
代
精
神
｣
を
貫

ぬ
-

｢道
徳
と
美
｣
の
問
題
こ
そ
が
未
来
の
文
学
の

｢使
命
｣
だ
と
主
張

し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
既
成
作
家
と
に
対
す
る

自
己
の
ス
タ
ン
ス
を
取
る
中
で
'彼
は
自
ら
の
目
指
す
文
学
が
人
間
の
｢美

醜
意
識
｣
と
い
っ
た

｢道
徳
と
美
｣
の
問
題
に
触
れ
つ
つ

｢新
ら
し
き
感

覚
｣
を
通
し
て

〟新
し
き
″

｢道
徳
と
美
｣
を
築
い
て
行
か
ん
と
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
更
に
も
-

一
つ
､
横
光
は
文

学
上
の

｢新
ら
し
さ

一
点
｣
と
は

｢
文
学
作
品
に
於
て
用
ひ
古
さ
れ
た
る

在
来
の
素
材
に
打
っ
た
焦
点
を
'
い
か
に
破
り
い
か
に
生
か
し
た
か
｣
と

い
う
点
に
こ
そ
現
わ
れ
る
べ
き
だ
と
も
述
べ
て
お
り
'
〟新
し
さ
表
現
〟
を

求
め
ん
と
す
る
姿
勢
も
そ
こ
に
出
て
い
る
｡

こ
の
二
つ
の
初
期
評
論
の
中
に
は
'
横
光
利

一
の
文
学
的
生
涯
を
貫
-

基
本
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
例
え
ば
そ
の
こ
と
は
'

｢解
説
に
代

へ
て

(
1
)｣
(昭
和
十
六
年
十
月

『三
代
名
作
全
集
-

横
光

利

一
集
』
)
と
い
う

一
文
の
中
で
自
身
の
文
学
を
回
顧
し
っ
つ
も

｢新
時
代

の
道
徳
と
美
の
建
設
｣
と
い
う
言
葉
を
吐
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
る
と

よ
-
分
か
る
｡
横
光
利

一
の
文
学
は
変
貌
の
文
学
だ
と
も
言
わ
れ
る
反
面
'

彼
が
求
め
た

〟新
し
き
文
学
″
の
根
底
に
流
れ
る
変
わ
ら
ぬ
倫
理
性
が
こ

こ
に
は
あ
る
｡

そ
し
て
､
ま
さ
に
そ
う
し
た
文
学
意
識
を
抱
い
て
横
光
利

一
は

｢
日
輪
｣

(『新
小
説
』
大
正
十
二
年
五
月
)
を
発
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
と
す
る

な
ら
ば
'
こ
の

｢
日
輪
｣
に
彼
が
込
め
た

〟新
ら
し
き
も
の
〟
と
は
単
に

文
体
上
の
実
験
的
側
面
だ
け
に
あ
っ
た
の
で
は
な
-
､
邪
馬
台
国
と
い
う

古
代
王
国
の
歴
史
を
'
卑
弥
呼
を
中
心
に
し
た

(莱
)
を
め
ぐ
る
闘
争

へ

と
読
み
換
え
た
こ
と
の
中
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
､
表
現
構
造
と
作
品
主
題

と
が
絡
ま
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に

｢
日
輪
｣
が
提
示
す
る
問
題
が
あ
る
と
言

え
る
｡
横
光
が
目
指
し
た

″新
し
さ
文
学
〟
は

｢
日
輪
｣
の
中
に
ど
う
結

実
し
得
た
の
だ
ろ
う
か
｡
本
稿
で
最
初
に
考
察
す
る
の
は
そ
の
点
で
あ
る
｡

65



だ
が
､
そ
の
先
を
見
通
す
と
'
｢
日
輪
｣
は
決
し
て
ス
-
レ
1
-
に
横
光
文

学
の
方
向
を
決
め
は
し
な
か
っ
た
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
｡
大
正
十
三
年
に

入
っ
て
雑
誌

『文
蛮
時
代
』
を
創
刊
L
t
｢頭
な
ら
び
に
腹
｣
(大
13

･
10
)

を
発
表
し
て

〟新
感
覚
派
〟

と
し
て

一
躍
文
壇
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に

な
る
が
'彼
は
そ
れ
で
も
そ

の
間
を
顧
み
て
'
｢二
年
程
頭
を
病
ん
で
ゐ
た

の
で
､
｢
日
輪
｣
を
雑
誌
へ
出
し
て
か
ら
は
殆
ど
旧
作
ば
か
り
を
出
し
て
ゐ

た
｡
(中
略
)新
ら
し
い
も
の
は
書
け
さ
う
に
も
息

へ
な
い
が
新
ら
し
-
書

い
た
物
だ
け
は
出
し
た
い
と
思
っ
て
ゐ
る
ご
(｢新
ら
し
い
生
活
と
文
学
と

所
有
｣
大
13

･
12
)
と
､
苦
渋
の
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
｢
日

輪
｣
が
残
し
た
問
題
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
私
は

｢
日

輪
｣
の
背
後
に
彼
の
も
-

一
つ
の
幻
の
初
期
長
篇
小
説

｢悲
し
み
の
代
価
｣

を
置
-
こ
と
で
'
彼
が

｢
日
輪
｣
か
ら

″新
感
覚
派
〟
時
代

へ
と
踏
み
込

ん
で
い
-
過
程
で
我
々
に
見
せ
て
-
れ
る

″新
し
さ
も
の
〟
の
姿
を
捉
え

る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
｡
そ
れ
が
本
稿
の
第
二
の
目
的
で
あ
る
｡

(二
)

｢
日
輪
｣
の
表
現
構
造
と
作
品
主
題
が
ど
う
絡
ま
る
の
か
を
考
え
る
上
で
'

ま
ず

｢
日
輪
｣
の
表
現
上
の
最
大
の
特
徴
た
る
地
の
文
の
修
辞
性
に
つ
い

て
押
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
｡

③

｢あ

㍉

見
よ
｣
と
香
取
は
云
ふ
と
'
彼
女
の
悲
歎
の
額
は
垂
-
数

本
の
忍
竹

へ
傾
き
か
か
り
､
さ
う
し
て
'
再
び
地
の
上

へ
崩
れ
伏
し

た
｡

④
反
絵
の
指
は
垂
下
っ
た
両
手
の
先
で
'
頭
を
接
げ
る
十
疋
の
蚕
の
様

に
動
き
出
す
と
'
彼
の
身
体
は
胸
毛
に
荒
々
し
い
呼
吸
を
示
し
な
が

ら
次
第
に
卑
弥
呼
の
方

へ
傾
い
て
い
っ
た
｡

⑤
細
-
眼
を
見
開
い
て
彼
の
後
姿
を
眺
め
て
ゐ
た
卑
弥
呼
の
険
は
'
再

び
眠
り
の
さ
ま
を
装
っ
た
｡

⑥
忽
ち
彼
の
下
顎
は
狂
暴
な
嫉
妬
の
た
め
に
戦
懐
し
た
｡

A
①
卑
弥
呼
の
め
で
た
き
ま
で
に
玲
報
と
し
た
顔
は
､
暫
-
大
兄
を
弾
ん

で
黙
っ
て
ゐ
た
｡

②
長
羅
の
締
ま
っ
た
憂
響
な
眼
は
'
踊
り
を
外
れ
て
森
の
方
を
眺
め
て

ゐ
た
｡

⑦
彼
の
片
眼
は
'
暫
時
の
焦
燥
に
揺
ら
れ
な
が
ら
も
次
第
に
獣
的
な
決

意
を
閃
か
せ
て
卑
弥
呼
の
顔
を
覗
き
始
め
る
と
-
-

A
の
用
例
で
着
目
す
べ
き
は
傍
線
部
の
主
語
の
置
き
方
で
あ
る
｡
例
え

ば
①

｢顔
は
-
-
弾
ん
で
黙
っ
て
ゐ
た
｣
､
②

｢眼
は
-
-
眺
め
て
ゐ
た
｣
､

⑤

｢険
は
-
-
装
っ
た
｣
'
⑥

｢下
顎
は
-
‥
･戟
懐
し
た
｣
'
⑦

｢片
眼
は

-
-
揺
ら
れ
な
が
ら
も
-
-
覗
き
始
め
る
と
｣
と
い
っ
た
よ
う
に
'
述
語

と
の
関
係
に
ど
こ
か
し
ら
少
々
異
和
感
が
あ
る
｡
そ
れ
は
①
｢卑
弥
呼
は
｣'

②

｢長
羅
は
｣
'
⑥
⑦

｢彼
は
｣
と
い
う
よ
う
に
人
称

(代
名
詞
)
に
置
き

換
え
て
み
れ
ば
t
よ
り
は
っ
き
り
と
感
じ
ら
れ
る
｡
大
兄
を

｢弾
ん
で
黙

っ
て
｣
い
る
の
は
卑
弥
呼
そ
の
人
で
あ
り
'
森
を

｢眺
め
て
｣
い
る
の
も

長
羅
そ
の
人
で
あ
っ
て
'
｢顔
｣
や

｢眼
｣
は
そ
の
人
間
の
身
体
部
位
に
す

ぎ
な
い
｡
｢顔
｣
や

｢眼
｣
そ
の
も
の
が

｢陣
ん
｣
だ
り
'
｢黙
つ
｣
た
り
'

｢装
っ
た
｣
り

｢覗
｣
い
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

い
や
､
言
い
方

を
換
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
は
別
に
日
本
語
と
し
て
誤
り
で

は
な
い
し
'
意
味
が
通
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
例
え
ば

｢私
の
右
手
は
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ペ
ン
を
握
っ
て
'
原
稿
を
書
い
て
い
る
｣
と
は
､
書
き
言
葉
と
し
て
は
普

通
に
使
う
日
本
語
文
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
の
時
の

｢右
手
｣
と
は
､

私
が
眠
っ
て
い
る
の
に
右
手
が
勝
手
に
原
稿
を
書

い
て
い
る
と
い
う
よ
う

な

(有
-
得
る
こ
と
で
は
な
い
が
)'
物
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
〟右
手
″
の

こ
と
で
は
な
く
､
そ
の
行
動
を
つ
か
さ
ど
る

〟私
〟
と
い
う
主
体
の
換
境

で
あ
る
｡
A
の
用
例
も
こ
れ
と
同
じ
換
境
で
あ
る
｡

た
だ
'
そ
こ
に
季
ま
れ
て
い
る
修
辞
性

(意
味
の
ズ
レ
)
は
今
の
例
よ

り
も
大
き
-
､
こ
こ
に
は
地
の
文
の

(語
り
手
)
の
明
確
な
修
辞
的
感
性

El-l
<

の
存
在
が
読
み
と
れ
る
｡
そ
れ
は
､
人
間
の
行
動
を
描
写
す
る
上
に
於
て
'

そ
れ
を
人
間
主
体
の
視
座
か
ら
描
-
の
で
は
な
-
､
そ
の
身
体
部
位
と
い

(2
)

っ
た

(
モ
ノ
)
の
視
座
か
ら
表
現
し
ょ
う
と
す
る
感
性
で
あ
る
｡

④
の
例
は
他
と
比
較
す
る
と
､
｢指
は
-
-
動
き
出
す
｣
｢身
体
は
-
-

傾
い
て
い
っ
た
｣
と
い
う
よ
う
に
､
主
語
/
述
語
の
対
応
関
係
自
体
か
ら

は
左
程
の
修
辞
性
が
感
じ
ら
れ
ず
'
｢指
｣
や

｢身
体
｣
の
動
き
を
写
実
的

に
描
き
出
し
た
も
の
の
よ
う
に
読
め
る
｡
け
れ
ど
も
④
も
や
は
り
換
境
で

あ
っ
て
'
表
現
の
意
図
は
人
間
の
行
動
の
写
実
的
な
再
現
で
は
な
-
'
そ

れ
を

(
モ
ノ
)
の
次
元
に
移
し
変
え
る
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
｡
A
群
の

用
例
は
作
中
の
同
様
の
例
の
内
で
も
修
辞
性
の
強
-
感
じ
ら
れ
る
例
で
あ

る
が
､
作
品
全
体
を
通
し
て
④
の
レ
ベ
ル
の
表
現
が
非
常
に
多
-
見
ら
れ
'

こ
れ
が

｢
日
輪
｣
の
地
の
文
の
基
調
を
な
し
て
い
る
｡

⑲
そ
の
冷
い
死
体
の
触
感
は
'
膿
て
卑
狗
の
大
兄
の
頬
と
な
っ
て
彼
女

の
頬
に
伝
は
つ
た
｡

B
⑧
兵
士
達
の
銅
鉾
を
叩
い
て
馳
せ
寄
る
響
が
'
武
器
庫
の
万

へ
押
し
寄

せ
､
更
に
賀
殿
へ
向
つ
て
雪
崩
れ
て
来
た
｡

⑨
若
者
の
呼
び
声
は
､
長
羅
の
部
屋
の
前
を
通
り
越
し
て
'
八
尋
殿
へ

突
き
あ
た
り
､
さ
う
し
て
､
再
び
彼
の
方

へ
戻
っ
て
来
た
｡

⑪
反
絵
の
と
り
残
さ
れ
た
楯
の
微
笑
は
､
ひ
と
り
だ
ん
だ
ん
と
淋
し
い

影
の
中

へ
消
え
て
い
っ
た
｡

⑧
⑨
の
用
例
は
身
体
部
位
で
は
な
-
､人
間
の
行
動
が
発
す
る
現
象
(普
)

を
主
語
に
置
い
た
換
境
で
あ
っ
て
t
A
群
と
同
様
に
人
間
主
体

(兵
士
達
､

若
者
)
の
行
動

(
こ
こ
で
は
場
所
の
移
動
)
の
様
子
が

″
音
〟と
い
う

(
モ

ノ
)
の
次
元
で
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
が
更
に
⑲
⑪
の
用

例
で
は
､
死
体
に
触
れ
た
感
覚
'
表
情
の
変
化
を

｢触
感
は
-
-
伝
は
つ

た
｣
｢微
笑
は
-
‥
･消
え
て
い
っ
た
｣
と
い
う
形
で
'
｢触
感
｣
や

｢微
笑
｣

の

″動
き
″
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
｡
仮
に
⑲
を
人
間
主
体
の
表
現
に
翻

訳
し
て
み
る
な
ら
'
｢彼
女
は
そ
の
冷
た
い
死
体
の
頬
に
自
分
の
頬
を
つ

け
る
と
､
そ
れ
が
死
ん
だ
卑
狗
の
大
兄
の
頼
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
た
ご

と
で
も
な
る
だ
ろ
う
か
｡
伝
え
ん
と
し
て
い
る
感
覚
は
同
じ
で
も
表
現
か

ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
全
-
違
う
｡
⑲
で
は
そ
の
感
覚
そ
の
も
の
が

｢触

感
｣
と
い
う
名
詞
で
明
確
に
対
象
化
さ
れ
'
そ
れ
を
中
心
に
し
て
文
章
が

構
成
さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
り
'
人
間
が
い
か
に
感
じ
た
か
で
は
な
-
'
何

が
感
じ
ら
れ
た
か
と
い
う
次
元
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
､
こ
れ
を

も
換
境
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
が
､
そ
れ
で

も
A
群
や
⑧
⑨
で
見
ら
れ
る

(
モ
ノ
)
的
視
座
か
ら
の
表
現
と
同
じ
指
向

性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
｡

C
⑫
忽
ち
へ
兵
士
達
の
鉾
尖
は
､
勾
玉
の
垂
れ
た
若
者
の
胸

へ
向
つ
て
押

し
寄
せ
た
｡
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⑬
君
長
は
女
を
放
し
て
剣
を
抜
い
た
｡
太
夫
の
首
は
地
に
落
ち
た
｡
続

い
て
胴
が
高
縁
に
倒
れ
る
と
､
杉
菜
の
中
に
静
ま
っ
て
ゐ
る
自
分
の

首
を
覗
い
て
動
か
な
か
っ
た
｡

⑫
の
表
現
は
A
④
､
B
⑧
の
例
と
類
似
し
て
い
る
が
'
④
⑧
は
も
と
も

と
人
間
と
い
う
総
体
を
構
成
す
る
部
分
と
し
て
の
身
体
部
位
で
あ

っ
た
り
'

人
間
が
引
き
起
こ
す
音
だ
っ
た
り
し
た
の
に
対
し
て
､
｢鉾
尖
｣
と
人
間
と

の
間
に
は
主
体
/
属
性
'
全
体
/
部
分
と
い
っ
た
本
質
的
な
関
係
は
な
い
｡

だ
が
'
鉾
尖
-

銅
鉾

(武
器

)
-
兵
士

(人
間
)
と
い
う
関
係
性
を

通
し
て
'
や
は
り
人
間
の
動
き
を

(
モ
ノ
)
の
次
元
で
表
わ
し
た
換
境
で

あ
る
｡
こ
う
し
た
表
現
は
｢
日
輪
｣
の
中
の
群
衆
描
写
や
戟
闘
･殺
戟
場
面
な

ど
に
見
ら
れ
る
｡
そ
し
て
⑬
は
そ
の
殺
戟
場
面
の

1
典
型
で
､
人
間
が
殺

さ
れ
る
の
を
､
｢首
｣
｢胴
｣
と
い
っ
た

(
モ
ノ
)
的
視
座
か
ら
描
-
こ
と

で
印
象
的
に
捉
え
て
い
る
｡

A
､
B
t
C
と
用
例
に
あ
た
り
な
が
ら

｢
日
輪
｣
の
地
の
文
の
修
辞
性

を
見
て
来
る
と
､
そ
こ
に

一
貫
し
て
言
え
る
の
は
､
人
間
主
体
を

(
モ
ノ
)

の
視
座
か
ら
捉
え
'
｢
○
○
は
-
-
×
×
し
た
｣
と
い
う
構
文
を
非
常
に

多
用
す
る
こ
と
で
'
人
間
の
行
動
や
情
動
を

(
モ
ノ
)
の
運
動
と
し
て
表

現
す
る
と
い
っ
た
感
性
指
向
の
存
在
で
あ
る
｡
平
野
謙
が

｢
日
輪
｣
か
ら

｢
人
間
を
そ
の
実
体
に
お
い
て
と
ら
え
ず
'
そ
の
外
装
に
お
い
て
走
著
し
よ

う
と
す
る
こ
の
作
者
独
特
の
発
想
｣
｢人
間
観
｣
を
読
み
'
更
に
踏
み
込
ん

で
'
そ
れ
を

｢
人
間
性
自
立
の
否
定
を
主
題
と
す
る
｣
新
感
覚
派
時
代
の

(3
)

作
品
群

へ
と
結
び
つ
け
た
の
は
'
こ
う
し
た
感
性
指
向
を
持
っ
た

｢
日
輪
｣

の
表
現
の
修
辞
性
を
捉
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
｡
し
か
し
'
今
見
て
き

た
修
辞
的
感
性
の
指
向
性
は

｢
人
間
性
自
立
の
否
定
｣

へ
と
そ
う
単
純
に

繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

確
か
に
こ
の
感
性
指
向
は

｢
日
輪
｣
の

(物
語
)
を
基
本
的
に
動
か
し

て
い
る
指
向
性
で
あ
る
｡
こ
の
小
説
は
非
常
に
構
図
的
に
理
解
さ
れ
易
い

(4
)

性
格
を
持

っ
て
お
り
'
例
え
ば
菊
池
寛
が

｢神
代
の
男
女
の
性
の
闘
争
｣

BT_也

と
言
い
､
小
林
秀
雄
が

｢極
度
に
圧
搾
さ
れ
た
絵
模
様
｣
と
言

っ
た
の
も
､

｢
日
輪
｣
に
於
け
る

(物
語
)
的
な
構
図
性
の
指
摘
で
あ
る
｡
最
近
の
研
究

(6
)

で
も
'
栗
坪
良
樹
氏
が

｢美
と
欲
望
｣
の
結
合
が
生
み
出
す

｢破
滅
の
構

図
｣
を
指
摘
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
t
へ物
語
)
と
し
て
の
構
造
的
な
単
純
さ

を
こ
の
小
説
は
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も
'
そ
の
点
は
横
光
利

一

自
身
が
か
な
り
意
図
的
に
そ
う
作
っ
た
こ
と
を
語

っ
て
い
る
｡

時
に
は
'
そ
の
題
材
に
埋
没
さ
れ
た
る
概
念
的
伏
線
の
青
激
す
る
端

的
な
熱
情
の
方
向
に
時
に
は
そ
の
伏
線
の
特
質
た
る
べ
き
力
線
的
音

楽
に
､
時
に
は
そ
れ
ら
の
産
む
べ
き
荘
重
な
童
話
的
伝
説
的
終
結
の
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一
点
に
'
さ
う
し
て
そ
れ
ら
様
々
な
概
念
的
線
候
の
隆
起
曲
折
す
る

内
面
波
動
と
外
面
リ
ズ
ム
の
誇
張
し
た
調
和
の
中
に
'
作
者
の
精
神

活
動
を
洞
察
し
得
べ
き
方
法
の
あ
る
の
を
発
見
し
た
と
き
'
私
は
喜

ん
で
こ
の
愚
な
物
語
を
音
楽
と
名
附
け
て
書
き
続
け
た
と
云
ふ
倣
傾

き
を
申
上
げ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
｡(大

13

･
-

｢最
も
感
謝
し
た
批
評
｣
)

か
な
り
難
解
な
文
章
で
は
あ
る
が
'
傍
線
部
分
の
言
葉
が
喚
起
す
る
イ

メ
ー
ジ
と

｢音
楽
と
名
附
け
て
書
き
続
け
た
｣
と
い
う
点
を
重
ね
合
わ
せ

る
と
'
横
光
が
'
線
条
的
な
運
動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た

一
つ
の
構
造
体

と
し
て
｢
日
輪
｣
全
体
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
｡
｢
○
○
は
-
-

×
×
し
た
｣
と
い
う
構
文
に
よ
っ
て
行
動
や
情
動
を

(
モ
ノ
)
の
運
動
と

し
て
表
現
す
る
こ
と
と
'
(物
語
)を
音
楽
的
な
線
条
的
運
動
と
し
て
捉
え



る
こ
と
と
は
､
横
光
の
中
で
同
じ
感
性
指
向
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
｡

し
か
し
､
文
学
テ
ク
ス
-
は
ま
さ
に
読
ま
れ
る
こ
と
に
於
て
作
品
た
り

得
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
必
ず
し
も
地
の
文
の

(語
り
手
)
の
感
性
指
向

が
そ
の
小
説
の
す
べ
て
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
え
る
｡EgjiZ凸

大
正
十
四
年

1
月
の

『
文
聾
時
代
』
の
中
で
斎
藤
龍
太
郎
が
横
光
文
学

の
表
現
方
法
に
対
し
て

｢共
感
性
の
乏
し
い
､
感
情
移
入
さ
れ
な
い
や
う

な
表
現
｣
が
多
い
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
'
(読
者
)
が

そ
の
感
性
指
向
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
問
題
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
い
｡

そ
れ
は
'
(語
り
手
)
-

(作
中
人
物
)
-

(読
者
)
と
い
っ
た
三
者

の
関
係
と
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
｢感
情
移
入
｣
の
拒
絶
と
は
､

こ
の
関
係
が
う
ま
-
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
'
こ
こ
で
は
地
の

文
を
支
配
す
る

(語
り
手
)
の
感
性
指
向
の
突
出
が
起
因
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
｡
そ
れ
は
､
(物
語
)
を
構
造
化
す
る
上
で
十
分
に
有
効
で
あ

っ
た

感
性
指
向
が

(作
中
人
物
)
の
造
型
に
於
て
'
何
ら
か
の
問
題
を
残
し
た

こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
従
っ
て
'
｢人
間
性
自
立
の
否

定
｣
か
否
か
の
問
い
は

(物
語
)
の
基
調
を
な
す
表
現
の
感
性
指
向
が

(作

中
人
物
)
の

｢
人
間
性
｣
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
と
し
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

｢
日
輪
｣
の

(作
中
人
物
)
造
型
を
考
え
る
上
で
ま
ず
注
意
を
引
-
の

は
､会
話
文
の
特
異
さ
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
の
会
話
文
は
擬
古
文
的
な
非
口

(8
)

語
文
体
で
あ
っ
て
､
生
田
長
江
が

｢
男
女
老
若
貴
儀
等
の
差
別
を
表
は
さ
な

い
や
う
な
｣
言
葉
だ
と
指
摘
し
た
よ
う
に
､
話
し
言
葉
特
有
の
性
差
や
個

別
性
と
い
っ
た
も
の
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
点
て

へ作
中
人
物
)
は

個
有
の
感
性
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
(作
中
人
物
)

自
体
が
没
個
性
的
な

(
モ
ノ
)
と
し
て
の
次
元
へ
押
し
込
め
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
地
の
文
に
於
て
は
'
先
の
②
③
⑲
の

｢
憂

轡
な
眼
｣
｢悲
歎
の
額
｣
｢
死
体
の
触
感
｣
の
よ
う
に

(作
中
人
物
)
の
情

動
が

(
モ
ノ
)
の
次
元
で
対
象
化
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
-
｡
そ
う
し
た

傾
向
が

(物
語
)
の
線
条
的
な
構
造
化
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

見
易
い
こ
と
で
あ
る
｡

し
か
し
､
｢
日
輪
｣
は
後
半
に
な
っ
て
卑
弥
呼
が
卑
狗
の
大
兄
の
復
讐
の

た
め
に
自
身
の

｢類
い
稀
な
る
美
し
さ
｣
を
利
用
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ

た
時
､
彼
女
の
内
な
る
復
讐
心
と
い
う

(悼
)
の
世
界
を
作
中
に
抱
え
込

む
こ
と
に
な
る
｡
彼
女
は
長
羅
を
討
つ
た
め
に
反
耶
と
反
絵
を
利
用
し
ょ

う
と
す
る
が
'
そ
れ
が
詞
和
郎
の
死
を
も
た
ら
す
｡
そ
の
こ
と
か
ら
彼
女

の
復
讐
心
は

一
挙
に

一
つ
の
頂
点
に
達
す
る
｡
そ
れ
が
第
十
七
節
で
あ
る
｡

数
日
の
間
に
第

一
の
良
人
を
刺
さ
れ
'
第
二
の
良
人
を
撃
た
れ
た
彼

69

女
の
悲
し
み
は
'
最
早
や
彼
女
の
涙
を
誘
は
な
か
つ
た
｡
(中
略
)
彼

女
は
た
だ
荘
然
と
し
て
輝
-
空
に
だ
ん
-

と
溶
け
込
む
霧
の
世
界

を
見
詰
め
て
ゐ
た
｡
す
る
と
'
今
迄
彼
女
の
胸
に
溢
れ
て
ゐ
た
悲
し

み
は
'
突
然
憤
怒
と
な
っ
て
爆
発
し
た
｡
そ
れ
は
地
上
の
特
権
で
あ

っ
た
暴
虐
な
男
性
の
腕
力
に
刃
向
ふ
彼
女
の
反
逆
で
あ
り
怨
恨
で
あ

刊
村
｡
(中
略
)石
害
の
格
子
の
隊
か
ら
現
れ
た
卑
弥
呼
の
微
笑
の
中

に
は
､
最
早
や
'
卑
狗
も
詞
和
郎
も
消
え
て
ゐ
た
｡
さ
う
し
て
､
彼

等
に
代
っ
て
そ
の
微
笑
の
中
に
潜
ん
だ
も
の
は
'
た
ゞ
怨
恨
を
含
め

た
惨
忍
な
征
服
慾
の
光
り
で
あ
っ
た
｡

こ
の
部
分
の
修
辞
性
に
つ
い
て
は
今
更
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
｡
傍
線

部
を
追
え
ば
分
か
る
よ
う
に
'悲
し
み
1

憤
怒
･1

反
逆
･
怨
恨
1

惨

忍
な
征
服
慾
と
い
う
よ
う
に
卑
弥
呼
の
内
面
の

人情
)
の
変
容
を
地
の
文



が
抜
き
差
し
難

い
事
実
と
し
て
叙
事
的
に
記
述
し
て
い
る
｡
(作
中
人

物
)
の

(悼
)
は
地
の
文
の

(語
り
手
).
の
感
性
指
向
に
よ
っ
て
切
り
出

さ
れ
､
図
式
的
に
極
限
化
で
き
る
程
に

(
モ
ノ
)
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え

る
｡
そ
し
て
長
轟
や
反
絵

へ
の
個
別
的
な
憎
悪
を

｢暴
虐
な
男
性
｣
全
体

へ
の
怨
恨

へ
と
転
化
し

｢
日
輪
の
如
-
輝
-
｣
こ
と
を
望
む
卑
弥
呼
と
は
'

そ
う
し
た

へ語
り
手
)
の
感
性
指
向
に
後
押
し
さ
れ
た
'
ま
さ
し
-
強
者

と
し
て
の
像
で
あ
り
'
小
説
の
表
題
の
意
味
を
そ
こ
に
具
現
す
る
も
の
で

あ
る
｡

と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
強
い
卑
弥
呼
の
も
う

一
万
の
極
に
､
泣
き
惑
う
弱

弱
し
い
卑
弥
呼
が
い
る
｡

｢科
目
'
大
兄
よ
｡
爾
は
爾
の
腕
の
中
に
我
を
雌
雄
子
の
如
-
抱
き

し
め
た
｡
爾
は
吾
が
爾
を
愛
す
る
ご
と
-
愛
し
て
ゐ
た
.
動
‖
大
兄
'

爾
は
何
処
へ
行
っ
た
｡
返
れ
J

(中
略
)

彼
女
は
よ
ろ
め
き
な
が
ら
部
屋
の
中
を
歩
き
出
し
た
｡
脱
ぎ
捨
て

(
モ
ノ
)
的
に
表
現
し
得
た
(語
り
手
)
の
感
性
指
向
は
後
者
に
於
て
'
(作

中
人
物
)
の
感
性
と
も
言
う
べ
き
も
う

一
つ
の
指
向
性
と
向
き
合
わ
ざ
る

を
得
な
-
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
｢あ

二

と
い
う
嘆
き
'
そ
し
て
卑
弥
呼

の
涙
す
る
場
面
は
後
半
に
な
っ
て
急
増
す
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
地
の
文
で

の
内
面
描
写
と
い
う
形
で
表
現
そ
の
も
の
を
揺
ら
す
｡

卑
弥
呼
は
再
び
床
の
上

へ
僻
伏
せ
に
身
を
崩
し
た
｡
彼
女
は
彼
女
自

た
古
い
衣
は
彼
女
の
片
足
に
纏
り
つ
い
た
｡
さ
う
し
て
'
彼
女
の
足

が
厚
い
御
席
の
継
ぎ
目
に
入
る
と
'
彼
女
は
足
を
と
ら
れ
て
ど
っ
と

倒
れ
た
｡

右
に
引
用
の
会
話
文
中
に

｢あ

ゝ
｣
と
い
う
嘆
息
表
現
が
見
ら
れ
る
が
'

こ
の
表
現
は
非
口
語
的
な
会
話
文
に
於
て
唯

一
(作
中
人
物
)
の

(悼
)

を
直
接
に
表
出
す
る
口
語
的
な
表
現
で
あ
る
｡
こ
の
場
面
'
｢脱
ぎ
捨
て
た

古
い
衣
｣
に
纏
わ
り
つ
か
れ
て
倒
れ
る
彼
女
の
姿
は
第
十
七
節
で
｢憤
怒
｣

へ
と
転
化
さ
せ
た
筈
の

｢悲
し
み
｣
を
切
り
捨
て
ら
れ
ず
に
た
ゆ
た
う
弱

者
と
し
て
の
卑
弥
呼
の
像
を
表
わ
し
て
い
る
｡
憎
悪
と
悲
嘆
と
い
う

(作

中
人
物
)
の
内
面
に
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
時
､
前
者
に
於
て

(悼
)
を

身
の
身
の
穣
れ
を
思
ひ
浮
べ
る
と
'
彼
女
を
取
巻
-
卑
狗
の
大
兄
の

霊
魂
が
今
は
次
第
に
彼
女
の
身
辺
か
ら
遠
の
い
て
行
-
の
を
劇
日
刊

来
た
｡

復
讐
の
た
め
に
自
ら
の
美
貌
を
武
器
と
し
男
た
ち
の
欲
情
を
煽
り
利
用

し
ょ
う
と
す
る
自
己
に
､
彼
女
は

｢身
の
積
れ
｣
を
自
覚
し
､
強
者
た
ら

ん
と
す
る
自
己
が
弱
者
た
る
自
己
を
置
き
去
り
に
し
て
行
こ
う
と
す
る
か

の
よ
う
な
自
己
分
裂
の
不
安
に
と
ら
わ
れ
る
｡
そ
う
し
た

(作
中
人
物
)

の

人情
)
が
こ
こ
で
は
傍
線
部
の
よ
う
な
非
常
に
平
易
な
表
現
で
し
か
と

ら
え
ら
れ
て
い
な
い
｡
｢思
う
｣
｢感
じ
る
｣
と
い
っ
た
表
現
は
こ
の
小
説

中
で
は
少
な
-
､
多
-
は

｢反
絵
の
欲
情
に
燃
え
た
片
眼
は
､
忽
ち
恐
怖

の
光
を
発
し
て
拡
が
つ
た
oJ
と
い
っ
た
A
群
に
分
類
し
た
き
っ
な
表
現
で
表

わ
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
右
の
部
分
で
は
そ
れ
が
人
間
主
体
の
視
座
か
ら
捉
え

ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
場
面
は
卑
弥
呼
の
人
物
造
型
の
面
か
ら
す
れ
ば
､非
常

に
重
要
な
分
岐
点
で
あ
り
'
強
者
と
し
て
の
卑
弥
呼
と
弱
者
と
し
て
の
卑

弥
呼
と
の
葛
藤

･
分
裂
と
い
っ
た

(作
中
人
物
)
の
内
面
の

(物
語
)
を

読
む
こ
と
が
で
き
る
部
分
で
あ
る
が
故
に
､
こ
の
平
易
さ
は
表
現
と
し
て

の
古
き

･
新
し
さ
と
い
う
問
題
を
超
え
て
'
作
品
を
動
か
し
て
き
た
感
性

指
向
の
大
き
な
揺
れ
の
契
機
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
｡
人
間
を

(
モ
ノ
)

の
視
座
か
ら
捉
え
る
感
性
指
向
で
は
表
現
し
得
な
い
人
間
の
内
面
的
な
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(悼
)
の
部
分
を

｢
日
輪
｣
の
表
現
構
造
は
抱
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

け
れ
ど
も

｢
日
輪
｣
は
結
局
､
長
羅
に
ま
で
赦
し
を
請
わ
ざ
る
を
得
な

い
と
こ
ろ
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
卑
弥
呼
を
残
し
て
進
軍
し
て
い
-
耶
馬

台
国
軍
の
姿
を
語
る
こ
と
で
終
る
｡
こ
こ
で
泣
き
崩
れ
る
彼
女
に
､
片
岡

(9
)

良

一
は

｢
人
間
的
点
暗
｣
を
見
､
栗
坪
氏
は

｢狂
気
｣
か
ら

｢我
に
帰
っ

た
純
情
な
卑
弥
呼
｣
の

｢頗
罪
｣
を
読
み
取
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
そ

れ
は
耶
馬
台
国
の
女
王
と
し
て
立
つ
強
者
た
る
卑
弥
呼
像
に
置
き
去
-
に

さ
れ
た
弱
者
た
る
卑
弥
呼
像
で
あ
っ
て
､
前
者
を
非
人
間
的
虚
像
'
後
者

を
人
間
的
実
像
と
し
て
置
-
こ
と
で

(作
中
人
物
)
の
内
面
を
離
れ
て
､

こ
の
二
極
分
極
の
悲
劇
は
決
定
的
な
も
の
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
｡
そ
れ

に
よ
っ
て
線
条
的
な

(物
語
)
と
し
て
の

｢童
話
的
伝
説
的
終
結
｣
と
い

う
の
は
確
か
に
形
成
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
'
そ
の
悲
劇
が

(作
中

人
物
)
自
身
の
中
で
意
味
付
け
ら
れ
た
か
ど
う
か
と
は
別
で
あ
る
｡

長
羅
の
悲
劇
は
卑
弥
呼
と
い
う

(美
)
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
あ
る
が
'
卑
弥
呼
の
悲
劇
と
は
自
ら
の

(美
)
が
巻
き
起
こ
し
た
闘
争

に
運
命
的
に
巻
き
込
ま
れ
た
こ
と
に
あ
る
以
上
に
'
そ
の

(美
)
を
武
器

と
し
て
自
ら
の
復
讐
心
を
征
服
欲

へ
と
自
己
増
殖
さ
せ
た
こ
と
で
自
ら
の

内
に
自
己
分
裂
を
ひ
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
｡
長
羅
と
は
別

の
意
味
で
彼
女
も
自
ら
の

(莱
)
に
捉
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
'
栗
坪

氏
は
卑
弥
呼
の
悲
し
み
の
意
味
は

｢
一
回
限
り
の
生
｣
の

｢破
局
｣
を
見

て
し
ま
っ
た
悲
し
み
で
あ
る
と
論
じ
た
が
､
私
は
彼
女
が
見
た
の
は
､
人

間
を
ど
う
し
よ
う
も
な
-
惹
き
つ
け
て
し
ま
う

(莱
)
の
恐
し
さ
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
う
｡
そ
う
考
え
る
時
'
｢爾
は
我
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
｣
と

い
う
卑
弥
呼
の
言
葉
が
如
何
に
彼
女
自
身
に
と
っ
て
重
い
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
横
光
が
言
う

｢道

徳
と
美
の
世
界
｣
の
う
ち
の

｢道
徳
｣
の
問
題
が
そ
の
中
に
あ
っ
た
筈
で

あ
る
｡
｢美
醜
意
識
｣
が
人
間
の
本
源
的
な
闘
争
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
た
ら
'
人
間
自
身
は
そ
れ
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
､
そ
れ
こ
そ
が
卑

弥
呼
の
悲
劇
が
問
い
返
し
て
-
る

｢道
徳
｣
で
あ
り
'
そ
し
て

｢
日
輪
｣

が
突
き
つ
け
て
-
る

｢人
間
性
｣

へ
の
問
い
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
悲
し
み

は
単
な
る
悲
し
み
で
終
ら
な
い
｡

し
か
し
'
｢
日
輪
｣
は
そ
の
間
題
を
修
辞
的
な
表
現
の
下
に
押
し
っ
ぶ
し

て
し
ま
っ
た
｡
卑
弥
呼
の
抱
え
た
内
部
分
裂
は

一
瞬
'
表
現
を
動
揺
さ
せ

た
が
､
結
局
は
構
図
的
な
二
極
分
裂
へ
と
押
し
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
先

に
引
用
し
た
よ
-
に
､
横
光
は

｢
日
輪
｣
の
表
現
を
通
し
て
､
(読
者
)
の

内
に
換
起
さ
れ
る

｢内
面
波
動
｣
と
'
表
現
そ
の
も
の
が
生
み
出
す

｢外

面
リ
ズ
ム
｣
と
の

｢調
和
｣
の
中
に

｢作
者
の
精
神
活
動
｣
が
洞
察
き
れ

る
こ
と
を
願

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
本
来
'
(語
り
手
)
-

(作
中
人
物
)
-

(読
者
)
の
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
表
現
構
造
の

｢調
和
｣
の
上
に
'
そ
れ
を
メ
タ

･
レ
ベ
ル
で
統
括
し
得
る

(作
者
)
と
し

て
の
位
相
が
見
え
て
-
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
結
果
と
し
て

｢
日
輪
｣

は

｢外
面
リ
ズ
ム
｣
(
つ
ま
り
は

(語
り
手
)
の
感
性
指
向
)
ば
か
り
が
突

出
し
た
形
で
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
そ
の

｢調
和
｣
の
実
現
へ
の
歩
み

は
ま
さ
に

｢
日
輪
｣
か
ら
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
｡

(

≡
)

｢
日
輪
｣
発
表
後
､
横
光
は
大
正
十
三
年
五
月
に
第

一
創
作
集

『御
身
』

を
､
同
年
八
月
に

｢新
進
作
家
叢
書
｣
の
1
つ
と
し
て
作
品
集

『幸
福
の

散
布
』
を
刊
行
し
て
い
る
｡
こ
の
二
冊
を
以
て

『文
峯
時
代
』
創
刊
前
の
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横
光
利

1
の
作
品
は
殆
ん
ど
通
観
で
き
る
｡
そ
の
中
に
は
'
過
剰
な
関
係

意
識
や
自
意
識
に
苦
し
む
青
年
の
内
面
を
描
い
た
｢御
身
｣
｢悲
し
め
る
顔
｣

や
そ
れ
と
共
通
し
た
内
面
意
識
の
有
様
を
捉
え
た

｢南
北
｣
や

｢落
さ
れ

た
恩
人
｣
｢敵
｣
な
ど
､
人
間
の
内
面
感
情
に
ス
ポ
ツ
ー
を
当
て
た
作
品
群

も
含
ま
れ
て
お
り
'
｢蝿
｣
｢
日
輪
｣
｢碑
文
｣
と
い
っ
た
構
図
性
の
強
い
作

品
群
だ
け
で
は
な
い
初
期
横
光
文
学
の
全
体
像
が
窺
え
る
｡
た
だ
'
横
光

自
身
が

｢米
塩
の
資
を
得
ん
が
た
め
｣
に
出
し
た

｢
旧
作
｣
で
あ
る
と
語

っ
て
い
る
こ
と

(実
際
に

｢
日
輪
｣
発
表
以
前
の
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
)

や
､
後
の
新
感
覚
派
時
代
の
横
光
文
学
を
視
野
に
入
れ
て
'
｢御
身
｣
等
の

作
品
群
は
此
迄
の
研
究
史
上
で
は
'
所
謂
'
横
光
自
身
が
切
り
捨
て
た
世

界
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
'
｢
日
輪
｣
以
後
も
根
強
-
残
る
､
そ
う
し
た
人
間
の
内
面
意
識

を
描
-
作
品
系
列
の
存
在
は
必
ず
し
も

｢
日
輪
｣
だ
け
が
横
光
文
学
の
方

向
を
決
定
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
｡
む
し
ろ

｢日
輪
｣
が
残
し
た

｢道
徳
｣
の
問
題
は
そ
う
し
た

｢旧
作
｣
群
の
延
長
線

上
に
置
-
こ
と
が
出
来
る
と
私
は
思
う
｡
｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
意
義
も
そ

こ
に
あ
る
｡

私
が

｢悲
し
み
の
代
価
｣
を

｢
日
輪
｣
の
背
後
に
存
在
し
た

〟
双
生
児
〟

で
は
な
い
か
と
考
え
る
根
拠
の
一
つ
に
は
､
｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
描
-
世

界
が
｢御
身
｣
｢悲
し
め
る
顔
｣
の
妄
想
的
な
意
識
世
界
と
共
通
す
る
こ
と

に
あ
る
が
'
更
に
は
次
の
記
述
が
作
中
の
後
半
に
存
在
す
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
｡

い
か
に
社
会
制
度
が
よ
-
な
り
'
完
全
な
共
産
主
義
が
行
は
れ
る
や

-
に
な
っ
た
と
し
て
も
'
人
間
に
男
女
と
美
醜
の
区
別
の
あ
る
以
上
'

階
級
争
闘
に
代
っ
て
美
醜
の
闘
争
が

一
層
激
し
-
な
り
､
醜
が
美
よ

-
も
多
数
で
醜
が

1
躍
し
て
美
に
な
ら
な
い
限
り
人
間
の
醜
美
を
平

均
す
る
運
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
､
数
万
年
の
歴
史
を
経
て
漸
-
形
造

っ
た
適
当
な
人
間
の
肉
体
美
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
に

思
は
れ
る
｡
(中
略
)と
に
か
-
彼
は
も
う
人
間
全
体
が
気
の
毒
な
感

じ
が
し
た
｡
全
然
天
上
の
世
界
に
入
る
こ
と
も
出
来
ず
'
そ
れ
か
と

云
っ
て
全
然
動
物
に
も
な
り
き
れ
な
い
人
間
は
永
久
に
捨
子
の
や
う

に
祐
径
し
な
が
ら
地
の
上
で
泣
き
続
け
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や

う
な
気
持
が
し
た
｡

こ
れ
は

｢新
ら
し
き
三
つ
の
焦
点
｣
で
言
わ
れ
て
い
る
の
と
全
-
同
じ

｢道
徳
と
美
｣
の
問
題
で
あ
る
｡

｢悲
し
み
の
代
価
｣
は

｢愛
巻
｣
(大
正
十
三
年
十

一
月

『改
造
』
(昭
和

三
年
十
月
に
更
に

｢負
け
た
良
人
｣
と
改
稿
､
改
題
)
)
の
草
稿
と
し
て
昭

(_0
)

和
三
十
年
五
月
に
川
端
康
成
の
手
で
公
表
さ
れ
た
作
品
だ
が
'
正
確
な
執

人‖
)

筆
時
期
は
不
明
で
あ
る
｡
現
在
'
異
説
は
あ
る
が
､
大
正
十
年
頃
の
執
筆

(12
)

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(｢
日
輪
｣
と
同
時
期
)｡
ま
た
､
神
谷
忠
孝
氏
は

横
光
が

｢今
､
二
百
枚
位
の
長
篇
も
手
元
に
あ
る
｡
発
表
し
た
い
と
思
ふ

が
'
雑
誌
と
し
て
は

一
寸
困
る
だ
ろ
う
し
､
自
分
で
持
ち
廻
る
の
も
い
や

だ
か
ら
そ
の
儀
に
な
っ
て
ゐ
る
｣
(｢
自
己
紹
介
｣
大
13

･
-
)
と
書
い
て

い
る
点
を
挙
げ
て
'
こ
の
長
篇
が

｢悲
し
み
の
代
価
｣
で
は
な
い
か
と
指

摘
し
た
｡
｢悲
し
み
の
代
価
｣
は
清
書
す
る
と
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
で
百
六

(13
)

十
二
枚
へ

一
部
分
が
紛
失
し
て
い
る
の
で
ほ
ぼ
該
当
す
る
枚
数
で
あ
る
｡

そ
れ
に
'
｢愛
巻
｣
を
発
表
し
た
後
に

｢
発
表
し
た
部
分
は
書
い
て
あ
っ
た

三
分
の
l
だ
け
で
あ
る
｡
全
部
出
し
て
は
雑
誌
社
の
方
で
紙
数
の
都
合
上

弱
る
の
は
分
っ
て
ゐ
た
の
で
'
こ
ち
ら
か
ら
気
を
き
か
し
た
J
(｢編
集
中

記
｣
大
14
･
1

『文
聾
時
代
』
)
と
横
光
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
せ
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る
と
'
執
筆
時
期
は
特
定
し
得
な
-
と
も
'
｢
日
輪
｣
発
表
後
'
発
表
し
た

い
別
の
長
篇
小
説
と
し
て
｢
悲
し
み
の
代
価
｣
(あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
作

品
)
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
へ
先
の
記
述

の
対
応
を
読
む
限
り
'
横
光
が

｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
中
に
も

｢未
来
の

文
学
｣
の
進
む
べ
き

｢道
徳
と
美
の
世
界
｣
を
見
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
｡

で
は
､
｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
中
で
そ
の

｢道
徳
と
美
｣
は
ど
う
現
わ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
小
説
は
美
し
-
も

コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な

(と
主
人
公
が
考
え
る
)
妻
を
愛
し
な
が
ら
も
'
妄
想
的
な
嫉
妬
か
ら
自
ら

妻
の
貞
操
を
汚
す
よ
う
な
状
況
に
彼
女
を
追
い
込
み
､
そ
し
て
苦
悩
す
る

男
の
話
で
あ
る
｡
つ
ま
り
は

｢積
れ
た
肉
体
｣
を
持
っ
た

(あ
る
い
は
持

た
さ
れ
た
)
妻
を
､
そ
う
仕
向
け
た
夫
が

｢美
醜
意
識
｣
を
超
え
て
愛
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
-

(莱
)
を
破
壊
し
た
と
こ
ろ
に
残
る

(道
徳
)
と

は
何
か
と
い
う
主
題
を
負
わ
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
｡

彼
は
主
人
の
気
持
ち
が
理
窟
な
し
に
間
違
っ
て
ゐ
る
封

畑
｡
い

か
し
'
主
人
は
妻
に
疑
ひ
を
向
け
て
ゐ
る
の
で
は
な
-
'
自
分
に
向

け
て
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
｡
｢馬
鹿
な
J
と
彼
は
ひ
と

り
云
つ
た
｡
が
､
余
-
行
き
す
ぎ
た
自
分
を
考

へ
て
み
る
と
妻
を
愛

し
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
ほ
ど
疑
ひ
を
持
つ
主
人
の
方
が
正
し
-
思
は
れ
て

利
和
｡
珂
1
利
和
､
自
分
の
ゐ
な
い
時
､
主
人
の
前
で
主
婦
が
自
分

に
好
意
の
あ
る
ら
し
い
気
持
ち
を
現
し
た
の
か
も
分
ら
な
い
と
思
つ

て
み
た
｡
さ
う
思
う
と
彼
は
急
に
今
迄
と
打
っ
て
変
っ
た
喜
び
を
惑

い
封

(中
略
)
が
'
突
然
妻
の
辰
子
が
､
今
自
分
の
感
じ
て
ゐ

る
の
と
同
じ
喜
び
を
い
や
そ
れ
よ
り
も
も
つ
と
強
い
自
信
を
多
-
の

男
達
に
感
じ
さ
せ
て
来
続
け
た
の
だ
と
彼
は
思
っ
た
｡
彼
は
速
に
又

一

層
妻
が
妻
だ
と
息

へ
な
-
な
っ
て
来
た
｡

｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
表
現
特
性

(告
白
性
)
を
端
的
に
示
し
て
い
る
部

分
で
あ
る
と
同
時
に
'
主
人
公
の

｢
彼
｣
の
妄
想
的
な
思
考
の
あ
り
方
も

明
確
に
窺
え
る
｡
傍
線
部
分
に
示
し
た
よ
う
に
｢
I
と
思
っ
た
｣
｢
I
と
思

っ
て
み
た
｣
等
の
文
末
表
現
と

｢し
か
し
｣
｢
が
｣
等
の
接
続
語
と
に
よ
っ

て

｢彼
｣
の
思
考
の
連
鎖
的
展
開
が
形
成
さ
れ
て
い
-
｡
｢彼
｣
が
古
本
屋

の

｢主
人
｣
に
対
し
て
怒
り
を
覚
え
た
り
'
正
し
い
と
思
っ
た
り
'
あ
る

い
は
喜
び
を
感
じ
た
り
す
る
､
そ
う
し
た
感
情
の
変
化
を
根
拠
づ
け
る
客

観
的
な
要
素
は
こ
の
中
に
は
な
い
｡
｢主
人
｣
は
自
分
を
疑

っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
'
古
本
屋
の

｢主
婦
｣
は
自
分
に
好
意
を
持
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
､
そ
う
い
っ
た

｢彼
｣
の
想
像
が
い
つ
の
間
に
か
正
当
化
さ
れ
て

感
情
を
生
み
出
し
て
い
-
｡
｢彼
｣
に
と
っ
て
感
情
と
は
自
己
の
内
な
る
現

実
で
あ
る
｡
怒
り
が
､
喜
び
が
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
現
実
を

｢彼
｣
は
受

け
入
れ
る
｡
そ
の
瞬
間
に
想
像
は

″事
実
〟
へ
と
変
貌
L
t
更
に
感
情
の

〟
現
実
″
性
を
補
完
し
て
い
-
｡
｢彼
｣
に
と
っ
て
は
､
そ
の
感
情
の
現
実

性
こ
そ
が
事
実
に
等
し
い
重
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
へ

｢彼
｣
は
自
分
の
感
じ
て
い
た

｢喜
び
｣
が
､
妻
が
他
の
男
達
に
与
え
た
か

も
し
れ
な
い
感
情
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
気
づ
い
た
途
端
に
'
妻
の
不

貞
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
自
身
の

｢喜
び
｣
の
感
情
の

現
実
性
を
根
拠
と
し
て

｢彼
｣
は
自
分
の
妻
の
不
貞
の
事
実
性

(無
論
'

そ
れ
は

｢彼
｣
の
内
面
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
的
な

〟事
実
〟

に
す
ぎ

な
い
が
)
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
'
こ
こ
に
感
情
の

現
実
性

と
状
況
の
事
実
性
と
が
歪
ん
だ
ま
ま

｢彼
｣
と
い
う

一
人
の
人
間
の
自
閉

的
な
思
考
の
連
鎖
の
上
で
結
び
あ
わ
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
の
自
閉
的
な
連

鎖
性
が
強
い
ほ
ど
病
的
な
妄
想
性
を
高
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
し
か
し
'
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そ
れ
が
病
的
で
あ
る
か
否
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
｡
そ
の
よ
う
に
自
己

自
身
の
意
識
そ
の
も
の
が
い
か
に
も
不
安
定
で
'
し
か
も
そ
の
不
安
定
さ

を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
自
己
自
身
の
思
考
の
連
鎖
性
で
あ
る
と
い
っ
た

構
造
性
こ
そ
が
重
大
で
あ
る
｡
こ
れ
と
非
常
に
類
似
し
た
意
識
の
あ
り
方

を
我
々
は
後
の

｢機
械
｣
(昭
5
･
9
)
の
中
に
見
る
こ
と
に
な
る
｡
｢機

械
｣
に
描
か
れ
た
不
安
な
自
意
識
の
淵
源
が
既
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
と
言

っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
｡
た
だ
､
｢機
械
｣
の

｢私
｣
と

｢悲
し
み
の
代

価
｣
の

｢彼
｣
と
が
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
わ
け
で
は
な
-
､
殊
に
人
称
の

相
違
に
見
ら
れ
る
両
者
の
差
異
と
い
う
の
は
大
v
Jな
問
題
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
は

(作
中
人
物
)
を

｢彼
｣
と
し
て
対
象
化
す
る

(語
り
手
)
が

｢悲
し
み
の
代
価
｣
に
は
居
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
t
だ
か
ら
と

言
っ
て

｢主
観
な
ど
信
じ
え
な
い
地
点
に
い
た
横
光
は
'
感
傷
に
満
ち
た

主
観
的
拝
情
を
排
除
す
べ
-

｢私
｣
を

｢彼
｣
に
置
き
換
え
'
客
観
小
説

(14
)

化
を
図
ろ
う
と
し
た
｣
(吉
田
司
雄
'
傍
点
引
用
者
)
と
考
え
る
の
は
根
本

的
に
誤
り
で
あ
る
O
今
見
た
よ
う
に
､
こ
の
小
説
の
表
現
が
狙

っ
て
い
る

の
は

(作
中
人
物
)
の
内
面
意
識
の
連
鎖
的
な
構
造
性
を
捉
え
る
こ
と
で

あ
る
｡
主
観
を
信
じ
ず
排
除
す
べ
-

｢彼
｣
と
し
た
の
で
は
な
-
､
人
間

の
主
観
の
運
動
そ
の
も
の
を
描
か
ん
が
た
め
に

｢彼
｣
と
し
て
客
体
的
に

対
象
化
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
｢彼
｣
と
い
う
人
称
に

よ
っ
て
置
か
れ
る

(語
り
手
)
と

(作
中
人
物
)
と
の
距
離
が

｢悲
し
み

の
代
価
｣
の
表
現
構
造
の
基
底
で
あ
る
｡
だ
が
､
そ
の
距
離
は
す
ぐ
に
(作

中
人
物
)
の
内
面
意
識
の
自
閉
性
に
飲
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
消
失
し

て
い
-
｡
内
面
意
識
そ
の
も
の
を
捉
え
ん
と
し
た
時
'
｢悲
し
み
の
代
価
｣

の

(語
り
手
)
は

(作
中
人
物
)
の
思
考
の
リ
ズ
ム

(自
閉
的
な
連
鎖
性
)

を
そ
の
ま
ま
構
造
化
し
て
い
っ
た
｡
そ
の
結
果
'
確
か
に

｢彼
｣
の
妄
想

的
な

″私
〟
性
と
い
う
の
は
捉
え
ら
れ
た
が
'
(語
り
手
)
の
在
有
感
は
希

薄
化
し
､
｢彼
｣
は
限
り
な
-

｢私
｣
に
近
づ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け

で
あ
る
｡
ち
ょ
う
ど
こ
れ
は

｢
日
輪
｣
の
場
合
の

(語
り
手
)
の
感
性
の

突
出
と
逆
で
､
｢悲
し
み
の
代
価
｣
に
は
良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も

｢彼
｣
と
い
う

一
人
の

へ作
中
人
物
V
L
か
居
な
い
､
(作
中
人
物
)
の
感

性
指
向
し
か
な
い
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
｢彼
｣
は
常
に
自
分
の
内
面
に

求
心
的
､
自
省
的
に
向
き
合
っ
て
お
り

(そ
れ
が

｢彼
｣
の
感
性
の
基
本

的
な
指
向
性
)､
そ
の
点
で

(語
り
手
)
が
消
失
し
て
も
'
内
面
意
識
へ
の

対
象
化
指
向
は

(作
中
人
物
)
の
感
性
そ
の
も
の
の
中
に
入
れ
子
型
に
組

み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
し
て

｢彼
｣
の
中
で

一
つ
の
自
己
認
識

が
形
成
さ
れ
た
時
､
｢彼
｣
自
身
が

｢彼
｣
自
身
を

一
個
の
対
象
化
さ
れ
た

(作
中
人
物
)
と
し
て
語
り
得
る
'
新
た
な

(語
り
手
)
の
位
置
に
立
つ
の

で
あ
る
｡
た
だ
'
そ
れ
は
作
品
の
展
開
を
追
い
つ
つ
後
述
す
る
中
で
見
て

い
く
こ
と
と
す
る
｡

｢彼
｣
は
自
分
自
身
の
意
識
の
構
造
性
に
根
ざ
し
た
妄
想
的
な
嫉
妬
か
ら

脱
け
出
せ
ず
'
｢辰
子
を
中
心
に
し
て
ぐ
る
ぐ
る
廻
り
流
れ
て
ゐ
る
日
を
続

け
て
｣
い
る
自
分
を

｢決
断
心
の
乏
し

い
｣
｢臆
病
｣
で

｢小
心
｣
な
性

格
と
考
え
'
そ
う
し
た
面
を

｢自
分
の
病
｣
だ
と
し
て
自
己
嫌
恵
す
る
｡

そ
し
て
そ
の
昔
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
そ
の

｢病
｣
を
取
り
除
-
こ
と
'

つ
ま
り
は
自
己
改
造
す
る
こ
と
だ
と
考
え
始
め
､
自
制
的
な

｢道
義
心
｣

や

｢反
省
心
｣
を
放
棄
し
､
自
虐
的
で
は
あ
っ
て
も
行
動
を
起
こ
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
-
｡
し
か
し
'
｢彼
｣
が

｢病
｣

と
考
え
て
い
る
こ
と
は
自
身
の
意
識
の
構
造
性
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
'

い
わ
ば

｢彼
｣
の

″私
〟
性
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
そ
の
自
己
改

造
は
そ
れ
迄
の
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
強
い
不
安
感
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が
当
然
つ
き
纏
う
こ
と
に
な
る
｡
｢彼
｣
は
俊
巡
L
t
そ
し
て
更
に
自
己
嫌

悪
を
深
め
て
し
ま
う
｡
｢彼
｣
が
自
分
を
滅
ぼ
す
よ
う
な
つ
も
り
で
｢俺
は

郷
里
へ
帰
ろ
う
｣

-
妻
か
ら
離
れ
よ
う
と
行
動
を
起
こ
さ
ん
と
し
た
時
'

｢彼
｣
は
自
己
解
体
の
最
初
の
危
機
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
が
'
そ
の
時

一

つ
の

｢思
想
｣
を
発
見
す
る
｡

す
る
と
'
不
意
に

一
切
の
こ
と
が
ら
が
実
に
馬
鹿
ら
し
-
な
っ
て
来

た
｡
自
分
の
物
は
自
分
の
身
体
だ
け
な
の
だ
-

さ
う
云
ふ
思
想
が
'

一
つ
の
強
い
感
じ
に
な
っ
て
彼
を
打
っ
た
｡
彼
は
身
体
の
中
で
は
速

に
眠
っ
て
ゐ
た
何
か
の
力
が
潜
刺
と
し
て
動
き
始
め
る
の
を
感
じ
た
｡

｢彼
｣
が
発
見
し
た
の
は
自
己
の

｢身
体
｣
で
あ
っ
た
｡
但
し
'
こ
こ
で

の

｢身
体
｣
と
は
精
神
性
の
対
極
と
し
て
分
離
さ
れ
た
剥
き
出
し
の
物
質

性

(肉
体
)
を
指
し
て
い
る
｡
｢彼
｣
は
そ
れ
迄
も

｢自
分
の
肉
体
も
妻
も

総
て
の
者
を
軽
蔑
し
去
っ
た
自
分
の
心
｣
を
清
-
保
持
し
ょ
う
と
し
た
-
～

｢自
分
の
身
体
が
､
た
だ
情
欲
の
詰
っ
た
積
れ
た
壷
の
や
う
に
思
は
れ
｣
て

苦
し
ん
で
来
て
お
り
'
自
分
を
惹
き
つ
け
る

｢妻
｣
の

(莱
)
と
い
う
も

の
を
も
'
そ
う
し
た
性
的
な

｢肉
体
｣
の
側
面
で

｢彼
｣
自
身
捉
え
て
来

て
い
た
｡
だ
が
､
精
神
的
苦
痛
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
結
果
､
自
己
存
在
の

物
質
性
を
そ
う
し
た
負
の
符
号
か
ら
正
の
符
号

へ
と
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で

精
神
性
を
止
揚
し
て
行
動
を
自
己
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
｡
そ
の
こ

と
で

｢彼
｣
は
弱
い
月
己
か
ら
強
い
自
己
へ
の
変
貌
を
為
し
遂
げ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
無
論
'
そ
の
変
貌
が
そ
れ
で
完
了
し
た
わ
け
で

は
な
-
､

一
度
帰
郷
し
た
が
暫
-
し
て
三
島
か
ら
の
手
紙
を
手
に
す
る
と
'

再
び
妻
へ
の
愛
着
を
感
じ
て

｢彼
｣
は
上
京
す
る
｡

そ
こ
に
待
っ
て
い
た
の
は
三
島
と

一
つ
夜
具
の
中
で
眠
っ
て
い
る
妻
の

姿
で
あ
っ
た
｡
自
己
解
体
の
波
は
以
前
よ
り
遥
か
に
大
き
-
な
っ
て
｢彼
｣

を
襲
っ
た
｡
｢彼
｣
は
そ
の
時
初
め
て
真
に
状
況
の
事
実
性
に
向
き
合
わ
ざ

る
を
得
な
-
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
先
に

｢身
体
｣
の
物
質
性
を
発
見
し
た

時
に
は

｢彼
｣
は
自
己
存
在
の
事
実
性
を
物
体
的
な
次
元
で
凝
視
し
よ
う

と
し
て
い
た
｡
結
果
は
妻
の
姦
通
と
い
う
状
況
の
事
実
性
と
な
っ
て
戻
っ

て
き
た
｡
そ
の
た
め
に

｢彼
｣
の
苦
痛
は
妄
想
的
次
元
か
ら
現
実
的
次
元

へ
と
押
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
｡
そ
れ
を
前
に
し
て

｢彼
｣
は
身
を
貫
-
｢怒

り
｣
を
三
島
や
辰
子
に
で
は
な
-

｢
か
-
自
分
を
存
在
さ
せ
､
か
-
自
分

を
愚
弄
し
た
あ
る
不
可
思
議
な
も
の
｣
に
ぶ
つ
け
る
｡
こ
の

｢あ
る
不
可

思
議
な
も
の
｣
の
仮
構
と
は
'

一
種
超
越
的
な
存
在
者
の
仮
構
で
あ
る
が

同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て

｢彼
｣
自
体
は

｢存
在
さ
せ
｣
ら
れ
､
｢愚
弄
｣
さ

れ
る
者
と
し
て
受
苦
的
な
次
元
へ
と
狭
小
化
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'本
来
｢彼
｣

自
身
が
自
ら
招
い
た
こ
と
と
し
て
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
痛
を
自
分

自
身
の
内
か
ら
分
離
し
､
自
己
存
在
を
透
明
化
す
る
と
同
時
に
解
体
の
危

機
を
回
避
し
て
い
-
｡

た
だ
'
こ
の

｢あ
る
不
可
思
議
な
も
の
｣
が

〟神
″

と
名
付
け
得
る
よ

う
な
絶
対
的
存
在
者
で
な
い
と
し
た
な
ら

(後
半
の
ほ

う
で

｢も
し
神
が

人
間
を
創
造
し
た
も
の
と
す
れ
ば
'
確
に
神
は
そ
の
創
造
の
際
賭
博
を
や

っ
て
ゐ
た
の
だ
｣
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
'
｢彼
｣
が
宗
教
的
な

｢神
｣
を

信
じ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
)'
そ
れ
は
自
己
を
見
つ
め
る
も
う

一
人
の
虚

構
的
な
自
己
で
あ
る
｡
つ
ま
り
は
自
己
対
象
化
意
識
で
あ
る
｡
｢彼
｣
の
思

考
の
自
閉
性
と
い
う
の
も
同
じ
よ
-
に
'
自
己
自
身
を
見
つ
め
受
容
し
て

い
-
こ
と
か
ら
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
こ
こ
で

｢彼
｣
の
存
在
は

意
識

(見
つ
め
る
自
己
)
と
身
体

(見
つ
め
ら
れ
る
自
己
)
と
に
分
離
さ

れ
る
｡
苦
痛
の
現
実
性
を
捨
象
せ
ん
と
し
た
時
'
そ
の
自
己
存
在
の
基
盤

を
な
す

｢身
体
｣
は
物
質
的
次
元
で
の
事
実
性
か
ら
'
更
に
高
次
の
抽
象
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的
な
空
間
性
へ
と
変
換
さ
れ
て
い
-
｡
そ
れ
は
透
明
な
〟

地
平
〟

と
し
て

の
身
体
空
間

へ
の
読
み
換
え
と
言
え
よ
う
｡
｢彼
は
こ
の
ま
ま
坐

っ
て
ゐ

る
と
､
又
苦
痛
が
舞
ひ
戻
り
さ
う
に
思
ほ
れ
た
の
で
'
立
っ
て
表
の
方

へ

出
て
行
っ
た
J
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢苦
痛
｣
と
は

｢舞
ひ
戻
｣
る
意
識

で
あ
り
､
｢身
体
｣
と
は
そ
れ
が
降
り
立
つ
地
平
な
の
で
あ
る
｡

｢彼
｣
は
そ
れ
が
舞
い
戻
る
の
を
避
け
る
よ
う
に
朝
の
通
り
へ
と
出
て
行

O
i和じ

通
り
は
次
第
に
活
気
づ
い
て
来
て
ゐ
た
｡
白
い
大
根
を
積
ん
だ
荷
馬

車
が
幾
台
も
賑
や
か
な
街
の
方

へ
動
い
て
い
っ
た
｡

｢
は
い
､
よ
う
､
は
い
､
よ
う
｣
数
人
の
若
者
達
は
さ
う
云
ふ
か
け

声
と

一
緒
に
白
い
息
を
吐
き
乍
ら
空
車
を
挽
い
て
勇
し
-
彼
の
前
を

馳
け
て
行
っ
た
｡
雀
は
朝
日
の
あ
た
っ
て
ゐ
る
緑
色
の
ペ
ン
キ
塗
り

の
建
物
の
上
を
け
た
た
ま
し
-
叫
び
な
が
ら
追
つ
馳
け
合
っ
た
｡

｢
一
切
が
済
ん
だ
の
だ
-
･

俺
は
自
由
に
な
っ
た
の
だ
!
｣

彼
は
急
に
病
的
な
快
活
な
気
持
ち
に
な
る
と
朝
日
を
眺
め
て

｢素

敵
だ
-
･

素
敵
だ
!
｣
と
云
っ
た
｡

｢彼
｣
の
感
情
の
昂
り
は
通
り
の
光
景
に
誘
発
さ
れ
る
よ
う
に
起
き
て
い

る
｡
と
こ
ろ
が
通
り
を
抜
け
'
牧
場

へ
'
そ
し
て
森

へ
と
入
っ
て
い
く
と
'

す
る
と
彼
は
再
び
寒
さ
を
感
じ
始
め
た
｡
そ
し
て
彼
の
心
を
刺
戟
し

て
ゐ
た
生
々
し
た
外
界
が
枯
れ
た
森
や
土
の
多
い
菜
園
や
地
平
線
の

上
の
衰

へ
た
山
波
に
変
っ
て
来
る
と
､
今
迄
張
り
詰
め
て
ゐ
た
彼
の

昂
膏
も
醒
め
て
来
た
｡
そ
れ
と
同
時
に
内
部
か
ら
押
し
上
げ
て
来
る

暗
い
気
持
ち
が
速
に
力
を
増
し
て
揺
り
返
し
て
来
た
｡

と
い
う
よ
う
に
変
化
す
る
｡
感
情
と

｢外
界
｣
の
光
景
と
は
明
ら
か
に

連
動
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
時

｢彼
｣
の
中
に
は
内

的
な

〟感
情
〟

と
呼
べ
る
も
の
が
確
か
に
分
節
化
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は

｢病
的
な
快
活

な
気
持
ち
｣
で
あ
り
'
｢暗
い
気
持
ち
｣
で
あ
る
｡
だ
が
､

そ
れ
は
同
時
に

｢彼
｣
の
眼
に
映
じ
た
光
景
の

｢活
気
｣
､
｢賑
や
か
｣
さ
､

｢勇
し
｣
さ
で
あ
り
'
｢枯
れ
｣
｢裏
へ
｣
で
も
あ
る
｡
こ
こ
で
は
人
間
の
内

面
感
情
と
外
界
の
光
景
と
が
同
質
の
も
の
と
し
て
'
｢彼
｣
と
い
う

一
個
の

存
在
の
上
に
分
節
化
さ
れ
'
対
象
化
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
時
､
｢彼
｣
に
と
っ
て
外
界
の
空
間

(表
通
り
や
森
)
は
単
に
物
理

的
な
空
間
な
の
で
は
な
-
'
〟
明
る
さ
〟
〟暗
さ
〟
と
い
っ
た

(意
味
)
を

内
包
し
た
空
間
と
し
て
あ
る
｡
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
で

｢彼
｣
は
そ
の
空

間
か
ら
そ
の

人意
味
)
を
分
節
化
L
t
更
に
自
己
の
内
面
感
情
と
同
次
元

で
受
容
L
t
苦
痛
1

快
活
-
-

暗
い
気
持
ち
と
い
う
よ
う
に
内
面
感
情

そ
の
も
の
を
変
換
し
て
い
-
｡
そ
こ
に
は
外
界
の
空
間
と
人
間
存
在
と
の

間
の

(意
味
)
的
な
相
互
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
｡
そ
の
時
､
外
界
の
空

間
は

｢意
味
を
貯
蔵
し
て
い
る
も
の
'
人
間
と
の
意
味
的
相
互
作
用
を

媒
介
す
る
も
の
'
人
間
に
お
け
る
意
味
産
出

･
増
殖
作
用
を
う
な
が
す
も

(15
)

メ

デイ
ア

の

｣

と
し
て
､
(
媒

体

)

空
間
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
但
し
t

(_6
)

M

･
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が

『
人
間
拡
張
の
原
理
』
(
一
九
六
四
年
)
の
中
で

｢
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
oJ
｢
メ
デ
ィ
ア
即
メ
ッ
セ
ー
ジ
｣
と
主

メデイ
ア

メ
ツ
セ
ー
ジ

張
し
た
よ
う
に
'
(
媒

体

)

と
は
単
に
情

報

内

容

(意
味
)
を
媒
介
す
る
道

メデ
イ
ア

メツセージ

具
な
の
で
は
な
-
'
(
媒

体

)

と
は

(意
味
志
向
)
((
意

味

)

を
分
節
化
さ

れ
る
以
前
の
カ
オ
ス
と
し
て
の
志
向
性
)
を
内
包
す
る

1
種
の
記
号
体
で

あ

る

O

メ
デ
イ
ア

そ
の
(
媒

体

)

と
し
て
の
外
界
の
空
間
と
'
自
己
対
象
化
意
識
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
た
身
体
空
間
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
示
す
れ
ば
〔図

1
〕
の
よ
う
に
な
る
｡
人
間
存
在
と
し
て
囲
い
込
ん
だ
身
体
空
間
が
意
識
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(見
つ
め
る
自
己
)
か
ら
分
離
さ
れ
た
､
見
つ
め
ら
れ
る
自
己
で
あ
る
｡
そ

し
て
'
朝
の
通
り
や
森
は
分
節
化
以
前
の
漠
と
し
た

へ意
味
志
向
)
を
内

包
し
た
記
号
体
で
あ
り
､
そ
れ
が

一
定
の
コ
ン
テ
ク
ス
-
の
上
で
接
触
L
t

コ
_

ド

互
い
が
背
景
と
す
る
記
号
体
系
の
接
触
を
通
し
て
'
そ
の

(意
味
志
向
)

メツセージ

か
ら
意
味
作
用
が
導
か
れ
'
人
間
存
在
の
中
で

(意
味
)
と
し
て
分
節
化

さ
れ
'
受
容
さ
れ
る
｡
例
え
ば
'
朝
の
通
り
の

｢白
い
大
根
を
積
ん
だ
荷

車
｣
だ
の
'
数
人
の
若
者
の

｢
か
け
声
｣
だ
の
'
鳴
き
合
う

｢雀
｣
だ
の

は
､
い
わ
ば
分
節
化
以
前
の
'
そ
の
自
体
と
し
て
は
無
意
味
な
光
景
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
'
そ
れ
が

｢彼
｣
の

｢病
的
な
快
活
な
気
持
ち
｣
を
換
起

メ
ツセージ

す
る
時
､

一
つ
の
(
意

味

)

が
そ
こ
か
ら
分
節
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

メ
ツセ-ジ

メデ
イ
ア

る
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
朝
の
通
り
は
(
意

味

)

を
担
っ
た
(
媒

体

)

メデ
イ
ア

と
し
て
人
間
存
在

(｢彼
｣
)
に
対
峠
す
る
と
言
え
る
｡

つ
ま
り
'
(
媒

体

)

メツセージ

メデ
イ
ア

に
と
っ
て
(
意

味

)

と
は
外
か
ら
付
与
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
(
媒

体

)

メツセージ

メデ
イ
ア

は
(
意

味

)

を
産
出
す
る
こ
と
に
於
て
初
め
て
(
媒

体

)

な
の
で
あ
る
｡

メデ
イ
ア

メ
ツセージ

こ
う
し
た
へ
媒

体

)

と
(
意

味

)

と
の
関
係
性
が
そ
の
ま
ま
､
｢彼
｣
の
身

体
空
間
と
内
面
感
情
と
の
関
係
の
上
に
重
ね
ら
れ
る
｡
｢す
べ
て
の
意
識

が
明
瞭
す
ぎ
る
ほ
ど
明
瞭
で
あ
っ
た
｣
と
い
う

｢彼
｣
に
と
っ
て
自
己
の

内
面
感
情
と
は
､
身
体
空
間
の
上
に
凝
視
で
き
る
対
象
と
し
て
既
に
分
節

メツ七-
ジ

メ
ツセージ

化
さ
れ
た
(
意

味

)

で
あ
る
｡
そ
の

(意
味
)
を
取
り
出
し
た
の
は
､
ま

さ
に

｢あ
る
不
可
思
議
な
も
の
｣
の
次
元
に
仮
構
さ
れ
る
'
意
識
と
し
て

の

｢彼
｣
(自
意
識
)
で
あ
り
'
混
沌
と
し
た
内
面
世
界
の
カ
オ
ス

(意
味

メデイ
ア

志
向
)
を
内
包
す
る
身
体
は
そ
の

｢彼
｣
に
と
っ
て
の

(媒
体
)
的
な
空

間
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
外
界
の
光
景
と
内
面
感
情
と
の
連

メヂ
イ
ア

動
は
そ
う
し
た
外
界
の
空
間
と
人
間
存
在
と
の
(
媒

体

)

性
を
共
通
項
と

し
た

｢意
味
的
相
互
作
用
｣
な
の
で
あ
る
｡

妻
の
姦
通
の
事
実
性
か
ら
自
己
解
体
の
危
機
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
｢彼
｣

メデ
イ
ア

は
自
己
存
在
を
(
媒

体

)

空
間
と
し
て
分
離
L
t
そ
こ
に
受
容
す
る

｢快

メ
ツセ-ジ

活
｣
｢暗
い
気
持
ち
｣
と
い
っ
た

(意
味
)
の
中
で
そ
の
苦
痛
を
相
対
化
し

て
し
ま
う
こ
と
で
危
機
を
回
避
す
る
｡
む
ろ
ん
'
そ
れ
を
自
己
欺
臓
で
し

か
な
い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
､
自
己
を
見
つ
め
る
こ
と
を
通
し

メデ
イ
ア

て
自
己
存
在
を
(
媒

体

)

化
し
て
い
-
点
に
､
自
己
を

(作
中
人
物
)
化

(客
体
的
対
象
化
)
す
る
新
た
な

(語
り
手
)
と
し
て
の

｢彼
｣
の
位
相
と
'

そ
し
て
､
｢彼
｣
の
人
間
認
識
の
変
容
､
(莱
)を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
残
る

(
道
徳
)を
見
て
も
よ
い
よ
う
に
私
は
思
う
｡
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
し
て

い
る
の
が
'
｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
ラ
ス
-
近
-
の
運
河
の
場
面
で
あ
る
｡

三
島
と
辰
子
を
残
し
て

｢彼
｣
は
再
び
郷
里
に
戻
っ
た
が
'
今
度
は
妻

の

｢積
れ
た
肉
体
｣
の
事
実
や
そ
う
仕
向
け
た
自
己
に
苦
し
み
出
す
｡
ま

た
､
か
ん
子
と
の
関
係
に
擬
似
的
な
恋
愛
感
情
を
模
索
し
た
り
も
す
る
が
'

そ
れ
で
も
妻
を
愛
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
-
な
る
｡

そ
し
て
'
辰
子
か
ら
の
手
紙
に
対
し
て

｢
た
だ

一
つ
の
苦
痛
を
お
互
に
卒

業
す
る
た
め
に
'
ど
れ
程
高
価
な
悲
し
み
の
代
価
を
払
っ
た
こ
と
で
あ
る

か
｡
お
前
も
そ
れ
を
感
じ
て
欲
し
い
J
と
書
き
送
る
｡

彼
は
運
河
に
添
っ
て
歩
い
た
｡
彼
は
妻
の
手
紙
を
見
た
と
き
の
喜
び

や
そ
れ
ら
に
関
し
た
種
々
な
迷
ひ
は
も
う
感
じ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て

そ
れ
ら
に
代
っ
て
静
な
落
ち
つ
い
た
重
い
悲
し
み
が
彼
の
胸
に
拡
っ

て
来
る
と
'
そ
の
悲
し
み
は
'
眼
に
見
え
る
平
原
の
上
に
も
山
に
も

森
に
も

一
様
に
流
れ
て
ゐ
る
悲
し
み
の
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
｡
自

分
か
ら
悲
し
み
が
流
れ
て
出
る
の
か
'
眼
界
か
ら
悲
し
み
を
感
じ
る

の
か
ど
ち
ら
か
彼
に
も
分
ら
な
か
っ
た
D
が
'
た
だ
彼
の
明
瞭
に
感

じ
た
の
は
､
そ
の
悲
し
み
を
忍
耐
す
る
こ
と
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
｡
そ
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し
て
'
そ
れ
だ
け
が
'
生
き
て
ゐ
る
各
自
に
与

へ
ら
れ
た
特
権
で
あ

る
や
う
に
思
ほ
れ
た
｡

こ
こ
で
の

｢悲
し
み
｣
は
'
単
な
る

一
己
の
拝
情
を
超
え
て
､
｢自
分
か

ら
｣
も
流
れ
出
'
｢眼
界
か
ら
｣
も
受
容
し
得
る
相
互
交
流
す
る

一
つ
の
共

メ
ツセージ

通
の

(意
味
)
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
'
｢彼
｣
の
存
在
は

｢眼

界
｣
の
空
間
と
融
合
す
る
と
こ
ろ
ま
で
透
明
化
さ
れ
'
｢悲
し
み
｣
と
い
-

メ
ツ七-ジ

メデ
イ
ア

(意
味

)

を
共
有
す
る
(
媒

体

)

と
化
し
て
い
る
｡
ま
た
'
そ
の

｢悲
し
み
｣

は
天
上
界
に
も
入
れ
ず
動
物
に
も
な
り
切
れ
な
い
人
間
の
､
つ
ま
り
は
美

醜
意
識
の
相
魁
を
結
局
は
超
越
し
得
な
い
人
間
の
､
｢永
久
に
捨
子
の
や

う
に
祐
捜
し
な
が
ら
地
の
上
で
泣
き
続
け
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と

メ
ツセ-ジ

い
う
存
在
性
の
根
源
的
な

(意
味
)
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡

こ
れ
は
大
自
然
と
の
調
和
的
な
同

一
化
で
も
な
け
れ
ば
'
絶
望
的
な

ニ
ヒ

リ
ズ
ム
で
も
な
い
｡
｢彼
｣
が
自
ら
の
身
体
空
間
と
外
界
と
か
ら
分
節
化
し

た
､
存
在
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
｢彼
｣
は
そ
れ
を
生
き

る
者
の

｢特
権
｣
と
し
て

｢
忍
耐
｣
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢彼
｣
自
身
の
存
在
性
は
そ
の

｢悲
し
み
｣
を

｢
忍
耐

す
る
｣

=
受
容
す
る
こ
と
で
生
き
得
る
限
り
に
於
て
'
そ
の

｢悲
し
み
｣

メ
ツ
セ-ジ

メデ
イ
ア

を

(意
味

)

と
し
て
纏
う
(
媒

体

)

な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
人
間
存
在
を

即
物
的
な
意
味
で
の
物
体
'
記
号
と
化
す
こ
と
で
は
な
い
｡
ま
た
､
人
間

の

人情
)
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
も
な
い
｡

辰
子
と
再
び
生
活
す
べ
-
東
京

へ
向
か
う

｢彼
｣
に

｢壊
れ
た
辰
子
の

肉
体
｣
は
依
然
と
し
て
痛
み
を
突
き
つ
け
て
来
る
L
t
｢も
う
幸
福
は
俺
に

は
な
い
｣
と
の
思
い
は
否
定
で
き
な
い
｡
(莱
)
は
破
壊
さ
れ
た
が
'
決
し

て
乗
り
超
､え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
O
だ
が
'
｢最
も
問
題
な
の
は
'
絶
望

す
べ
き
こ
と
に
へ
し
折
れ
な
い
こ
ち
ら
の
強
さ
に
あ
る
だ
け
だ
｣
と
の
決

意
を
以
て

｢彼
｣
は
東
京

へ
戻
っ
て
行
-
わ
け
で
あ
る
か
ら
'
｢彼
｣
が
自

覚
し
た

｢静
な
落
ち
つ
い
た
重
い
悲
し
み
｣
は
ま
さ
に

一
つ
の

｢強
さ
｣

で
あ
ろ
う
O
こ
こ
に

｢彼
｣
の
自
己
認
識
の
深
ま
り
が
あ
る
a
そ
の
自
隻

メデ
イ
ア

こ
そ
が
人
間
存
在
を
(
媒

体

)

と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
根
底
に
あ
る

(悼
)

で
あ
る
｡

改
め
て

｢
日
輪
｣
を
こ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
る
な
ら
､
人
間
を

(
モ
ノ
)

的
視
座
か
ら
表
現
す
る

(語
り
手
)
の
感
性
指
向
の
背
後
に
は
､
人
間
存

メデ
イ
ア

在
を
(
媒

体

)

と
し
て
捉
え
る
人
間
認
識
が
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
｡

例
え
ば
卑
弥
呼
が

｢
日
輪
の
如
-
輝
-
｣
こ
と
を
決
意
す
る
場
面
で
彼

女
に
そ
れ
を
換
起
す
る
の
は
､
ふ
と
眼
に
映
じ
た

一
つ
の
光
景
'
｢渦
巻
き

な
が
ら
円
を
開
い
て
拡
げ
た
異
の
や
う
に
だ
ん
〈

と
空
を
領
し
て
ゐ
る

煙
｣
だ
っ
た
｡
二
人
の
良
人
を
殺
さ
れ
て
荘
然
自
失
す
る
彼
女
の
中
に
外

界
の
光
景
は
入
り
込
み
'
そ
し
て
そ
こ
に

｢怨
恨
を
含
め
た
惨
忍
な
征
服

メ
ツセージ

慾
｣
と
い
う

(意
味
)
を
分
節
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
強
者
と
し
て

メデ
イ
ア

メ

ツ七

の
卑
弥
呼
像
は
'
人
間
存
在
の
(
媒

体

)

性
を
通
し
て
増
殖
さ
れ
た
(
意

-シ
咲
)
の
姿
で
あ
る
D
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
､
泣
き
惑
う
弱
者
と
し
て
の
卑
弥

呼
が
担
う

｢悲
し
み
｣
の
意
味
が
重
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
(物
語
)
を

動
か
す
感
性
指
向
の
背
後
に
あ
り
得
べ
き

｢悲
し
み
｣
と
い
う

人情
)
が

メデ
イ
ア

そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
｡
(
媒

体

)

が
単
な

る

(道
具
)
と
し
て
の
存
在
で
は
な
い
よ
う
に
'
｢
日
輪
｣
の
表
現
も
人
間

を

(
モ
ノ
)
化
す
る
だ
け
で
終
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
｡
し
か

し
'
最
後
に
泣
き
崩
れ
る
卑
弥
呼
の
姿
に
は
､
｢悲
し
み
の
代
価
｣
に
描
か

れ
て
い
た
よ
う
な
自
覚
が
十
分
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡

そ
れ
が

｢
日
輪
｣
の
積
み
残
し
た
問
題
だ
っ
た
わ
け
で
'
横
光
が
も
う

一
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つ
の
｢長
篇
｣
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
｢愛
巻
｣

と
し
て
一
部
分
を
発
表
し
た
時
も
彼
は

｢全
体
と
し
て
の
私
の
思
想
及
び

情
感
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ま
で
ま
だ
な
か
な
か
遠
い
｣
の
で
批
評
す
る
の

を
待
っ
て
欲
し
い
と
コ
メ
ン
-
し
て
い
る

(前
出
､
｢編
集
中
記
｣
)｡

(四
)

未
来
の
文
学
の
方
向
と
し
て
模
索
し
た

｢道
徳
と
美
の
世
界
｣
か
ら
'

横
光
利

1
は

1
万
に
於
て

｢
日
輪
｣
と
い
う
特
異
な

(莱
)
の
表
現
世
界

を
送
り
出
し
'
他
方
に
於
て

｢悲
し
み
の
代
価
｣
と
い
う

(道
徳
)
と
し

て
の
人
間
認
識
の
変
容
を
潜
ま
せ
た
ま
ま
､
両
方
が
絡
ま
り
合
っ
た
地
点

か
ら
更
に

〟新
し
き
文
学
〟
を
求
め
て
歩
き
出
し
て
い
-
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
こ
そ
が
'
｢
頭
な
ら
び
に
腹
｣
(大
13

･
8
)'
｢無
礼
な
街
｣
(大
13
･

9
)､
｢街
の
底
｣
(大
14

･
8
)
を
経
て

｢上
海
｣
へ
と
続
い
て
い
-
'
都

メデ
イ
ア

市
空
間
の
文
学
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
(
媒

体

)

化
す
る
身
体
空
間
の

向
こ
う
側
に
見
え
て
い
た
外
界
の
光
景
で
あ
り
'
近
代
化
が
進
行
す
る
都

市
空
間
の
中
で
､
自
己
を
取
り
囲
む
様
々
な
相
互
的
意
味
作
用
を
背
負
っ

て
相
対
化
の
不
安
を
抱
え
つ
つ
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
間
存
在

の
姿
を
問
う
文
学
で
あ
る
｡

最
後
に
再
び

｢解
説
に
代

へ
て

(
一
)｣
か
ら
引
用
す
る
｡

眼
に
す
る
大
都
会
が
荘
正
と
し
た
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
焼
野
原
と
な
っ

て
周
囲
に
拡
っ
て
ゐ
る
中
を
､
自
動
車
と
い
ふ
速
力
の
変
化
物
が
初

め
て
世
の
中
に
う
ろ
う
ろ
と
し
始
め
､
直
ち
に
ラ
ヂ
オ
と
い
ふ
声
音

の
奇
形
物
が
顕
れ
'
飛
行
機
と
い
ふ
鳥
類
の
模
型
が
実
用
物
と
し
て

空
中
を
飛
び
始
め
た
｡
(中
略
)焼
野
原
に
か
か
る
近
代
科
学
の
先
端

が
陸
続
と
形
と
な
っ
て
顕
れ
た
青
年
期
の
人
間
の
感
覚
は
､
何
ら
か

の
意
味
で
変
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
こ
の
時
期
の
荘
然
た
る
青
年
の
思

ひ
は

｢街
の
底
｣
に
そ
の
姿
を
法
べ
て
ゐ
る
か
と
思
は
れ
る
｡

M

･
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
'
メ
デ
ィ
ア
の
変
革
は
人
間
の
感
覚
そ
の
も
の

を
変
え
る
'
そ
れ
こ
そ
が
メ
デ
ィ
ア
の
本
性
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
'
横

光
利

一
が

｢街
の
.底
｣
を
書
い
て
か
ら
39
年
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て

更
に
24
年
を
経
た
現
代
の
日
本
の
中
で
'
今
の
我
々
が
眼
に
し
て
い
る
人

メ
ツセージ

間
の
姿
は
､
高
度
情
報
化
社
会
と
言
わ
れ
'
溢
れ
返
る

(意
味
)
的
世
界

メツセージ

メ
ツ七-ジ

の
中
に
あ
っ
て
多
様
な
(
意

味

)

を
身
に
纏
い
'
(
意

味

)

の
増
殖
作
用
の

渦
中
に
組
み
込
ま
れ
'
自
己
存
在
が
限
り
な
-
記
号
化
し
て
い
-
こ
と
をメデ

拒
む
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
｡
そ
う
考
え
る
時
'
(
煤

イア体
)
と
し
て
の
自
己
存
在
の
底
辺
に

｢悲
し
み
｣
を
抱
き
つ
つ
東
京

へ
と

再
び
戻
っ
て
-
る

｢彼
｣
が
展
開
し
よ
う
と
す
る

〟生
〟
-

都
市
空
間

と
人
間
存
在
I

の
文
学
の

〟新
し
さ
〟
が
ま
さ
に
ど
う
し
よ
う
も
な
-

新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
え
て
し
ま
う
｡

｢悲
し
み
の
代
価
｣
か
ら

｢愛
巻
｣

へ
の
改
稿
過
程
で
挿
入
さ
れ
て
来
る

八街
)
の
光
景
は

｢悲
し
み
の
代
価
｣
の
人
間
認
識
を
踏
ま
え
て
読
む
時
'

(_7
)

果
し
て

｢意
味
の
な

い
こ
と
だ
｣
(吉
本
隆
明
)､
｢意
味
が
空
っ
ぽ
に
さ

(18
)

れ
る
｣
(デ
ニ
ス
･
キ
ー
ン
)
と
言
い
得
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
は

横
光
文
学
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
り
'
ま
た
､
彼
が
外
面

と
内
面
'
形
式
と
内
容
と
い
う
形
で
こ
だ
わ
り
続
け
る

″新
し
さ
表
現
〟

の
問
題
で
あ
ろ
う
｡
｢
日
輪
｣
と

｢悲
し
み
の
代
価
｣
と
が
絡
ま
る
と
こ
ろ

か
ら
の
横
光
利

一
の
文
学
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡

(本
文
テ
キ
ス
I
は
す
べ
て

Ft疋
本
棟
光
利

1
全
集
』
(
河
出
書
房
新

社
)
に
よ
る
｡
傍
線
､
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
が
付
し
た
｡
漢
字
表
記
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に
つ
い
て
は
な
る
べ
-
新
字
体
に
改
め
た
｡
)

注

(
-
)
こ
こ
で
言
う

(語
り
手
)
と
は
決
し
て
実
体
的
な
存
在
者
の
こ
と

で
は
な
い
｡
例
え
ば

｢
日
輪
｣
の
中
で
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い

る
の
が
冒
頭
部
の
､
｢眼
界
の
風
物
'
何

一
つ
と
し
て
動
-
も
の
は

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

見
え
な
か
っ
た
｣
と
語
り
得
る
判
断
主
体
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
｡

〝
見
る
〟
こ
と
に
於
て
は
場
面
内
で
透
明
化
し
た

一
種
の
機
能
的
な

(限
)
で
あ
り
､
情
景
や
人
物
を

″語
る
〟
こ
と
に
於
て
は
表
現
を

支
配
す
る
存
在
と
し
て
想
定
し
得
る
｡

な
ら
ば
そ
れ
は

(作
者
)
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
､
(作
者
)
と
は

(読
者
)
の
側
か
ら
見
た
時
に
作
品
全
体
の

向
こ
う
側
に
見
え
る

一
種
の
〃

醗

恥

か

衡
で
あ
る
の
に
対
し
て
'

(
語
り
手
)
と
は
表
現
構
造
上
の
概
念
で
あ
る
｡
従
っ
て

(語
り

手
)
の
修
辞
的
感
性
と
言
う
時
'
そ
れ
は

一
方
で
確
か
に

(作
者
)

横
光
利

一
の
感
性
で
も
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
が

(作
者
)
と
し

て
の
位
相
の
す
べ
て
､
横
光
利

l
の
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
｡
主
題
や
手
法
に
対
す
る
作
家
の
自
己
言
及
や
私
生
活

上
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
点
で
は

(作
者
)
と
は
実
体
的
で
あ
る

と
言
え
る
が
､
基
本
的
に
は

(作
者
)
存
在
も
ま
た
'
作
品
に
対

し
て
メ
タ
フ
ィ
ジ
ィ
カ
ル
な
位
相

(そ
う
考
え
る
限
り
に
於
て
は

極
め
て
危
う
い
存
在
)
に
あ
る
と
言
え
る
｡
(語
り
手
)
と
い
っ
た

概
念
を
想
定
す
る
こ
と
で
作
品
を
伝
記
的
な
次
元
で
の
作
家
か
ら

切
り
離
し
得
る
の
と
は
ま
た
別
に
'
新
た
に

(作
者
)
と
は
何
か
'

作
品
と

(作
者
)

と
の
動
態
的
な
関
係
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

(
2
)
こ
こ
で
私
が

(
モ
ノ
)
と
言
う
の
は
単
に
即
物
的
な
物
体
の
意
で

は
な
い
｡
後
述
す
る
よ
う
に

｢響
｣
｢呼
び
声
｣
と
い
っ
た
書
や

(
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)

(
4
)

へ
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)

(
6
)

(
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)

(
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へ
9
)

(
10
V

Bh

血
｢
触
感
｣
｢微
笑
｣
を
も
含
め
て

(
モ
ノ
)
と
亭

っ
よ
う
に
'
そ
れ

は
表
現
と
し
て
分
節
化
さ
れ
て
対
象
化
さ
れ
る
客
体
で
あ
る
｡
人

間
存
在
を

(
モ
ノ
)
化
す
る
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
'
そ
れ
は
あ
く

ま
で
人
間
を
物
体
的
な
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
'
い
か
な
る
意
味
に
於
て
も
物
体
化

･
物
質
化
す
る
こ

コト
パ

と
で
は
な
い
｡
す
べ
て
の
存
在
は

(言
葉
)
に
よ
っ
て
分
節
化
さ

れ
る
こ
と
で

(
コ
I
V
化
さ
れ
た

(
モ
ノ
)
で
あ
っ
て
'
｢日
輪
｣

で
言
う

(
モ
ノ
)
も
常
に
人
間
主
体
の
境
で
あ
る
よ
う
に
'
そ
れ

は

〝軒
軒

で
あ
る
｡
そ
こ
に
あ
る

へ意
味
)
作
用
に
つ
い
て
は

｢悲
し
み
の
代
価
｣
を
論
ず
る
過
程
で
見
て
行
-
0

平
野
謙

｢横
光
利

こ

(
『平
野
謙
全
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』
第
七
巻
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潮
社
V
t
昭
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･
10
初
出
)
但
'
平
野
託
は
こ
の
感
性
指
向
を
単
純
に

｢作
者
｣

の

｢人
間
観
｣
に
ま
で
引
き
伸
し
て
い
る
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の
点
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は
疑

問
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感
じ
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岡
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｣
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読
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増
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河
出
書
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川
端
康
成
は
大
正
十
年
以
前
と
言
い

(｢
『悲
し
み
の
代
価
』
そ
の

他
｣
(右

『文
聾
』
所
収
)
)
､
千
勝
重
次
氏
は
大
正
十

一
年
九
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以

降
と
推
定

(｢横
光
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集
』
第
十
六
巻
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の

｢年
譜
｣
で
は
保
昌
正
夫
氏
は

大
正
十
年
の
欄
に
｢
こ
の
こ
ろ
の
執
筆
か
｣
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記
し
て
収
め
て
い
る
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｣
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