
大
江
健
三
郎
の
外
国
文
学
受
容
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
サ

ル
ト
ル
の
名
前
が
最
初
に
頭
に
浮
か
ぶ
。
大
江
と
サ
ル
ト
ル
と
の
関
わ
り
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
幾
人
か
の
評
論
家
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
江
に
と
っ
て
は
サ
ル
ト
ル
と
共
に
魯
迅
も
重
要
で
あ
る
。

例
え
ば
、
大
江
は
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。
「
サ
ル
ト
ル
を
中
心
に
フ

ラ
ン
ス
文
学
を
学
び
、
小
説
を
書
き
始
め
る
大
学
生
活
の
中
で
、
私
に
は
魯

迅
が
大
き
い
存
在
で
し
た
。
（
中
略
）
魯
迅
は
、
私
が
自
分
を
ふ
く
め
た
日

本
の
文
学
者
を
相
対
化
し
批
判
の
対
象
と
す
る
た
め
の
、
高
い
手
が
か
り
で

あ
っ
た
の
で
す
。
批
評
の
基
準
と
し
て
の
魯
迅
と
い
う
考
え
は
、
現
在
の
私

（
１
）

に
も
残
り
続
け
て
い
ま
す
。
」
と
こ
ろ
が
、
今
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、

大
江
文
学
に
お
け
る
魯
迅
の
影
響
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
、

大
江
健
三
郎
の
『
取
り
替
え
子
」
（
講
談
社
、
二
○
○
○
年
十
二
月
初
出
）

大
江
催
三
郎
と
魯
迅

は
じ
め
に

ｌ
『
取
り
替
え
子
』
と
『
薬
』
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

と
魯
迅
の
「
薬
』
二
新
青
年
』
第
六
巻
第
五
号
、
一
九
一
九
年
五
月
）
と
の

比
較
研
究
は
、
大
江
研
究
の
展
開
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

大
江
は
「
私
は
日
本
を
ふ
く
め
て
、
こ
の
二
十
世
紀
に
魯
迅
よ
り
偉
大
な
作

（
ゾ
ニ

家
が
い
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
」
と
ま
で
評
価
し
、
ま
た
、
魯
迅
の
「
忘
却

（
Ｊ
一
一

の
た
め
の
記
録
」
に
あ
る
詩
を
読
み
な
が
ら
、
「
い
う
ま
で
も
な
く
魯
迅
の

偉
大
に
決
し
て
お
よ
ば
ぬ
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
自
分
で
二
重
、
三
重
に
深
く

－
１
－

恥
じ
つ
つ
こ
の
詩
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
」
と
も
言
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
魯
迅
の
短
編
小
説
一
薬
」
を
大
江
は
読
ん
で
い
た
の
み
な
ら
ず
、
こ

一
５
｝

の
小
説
の
結
末
に
あ
る
「
赤
や
白
の
花
の
輪
」
に
つ
い
て
、
エ
ッ
セ
イ
も
書

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
江
文
学
は
魯
迅
の
影
響
を
受
け
、
受
容
か

ら
変
容
・
創
造
へ
と
展
開
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の

仮
説
を
め
ぐ
っ
て
証
明
を
試
み
て
み
よ
う
。

魯
迅
の
「
薬
』
で
は
「
華
・
夏
」
両
家
の
悲
惨
な
運
命
を
描
い
て
い
る
。

「
茶
館
」
の
少
東
・
華
小
栓
が
「
肺
病
」
に
掛
か
っ
て
い
る
。
父
親
の
華
老

栓
は
刑
場
へ
人
の
血
を
ひ
た
し
た
饅
頭
を
買
い
に
行
く
。
こ
れ
は
昔
の
俗
信

に
よ
る
と
、
人
の
血
は
肺
病
を
治
す
力
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

窪
士
富

四
一



る
。
が
、
そ
の
血
は
、
庶
民
の
た
め
に
浦
政
府
を
覆
そ
う
と
し
て
こ
の
死
刑

場
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
革
命
青
年
「
夏
聡
」
の
血
で
あ
る
』
華
小
栓
は
そ

の
「
夏
琉
」
の
血
に
染
ま
っ
た
「
真
っ
赤
な
饅
頭
」
を
食
べ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
絲
吋
死
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
息
子
を
失
っ
た
老
女
・
「
華
大

蛎
」
と
「
夏
四
妨
妨
」
が
、
死
ん
だ
息
子
の
墓
で
出
会
う
こ
と
に
な
る
ｃ

大
江
の
『
取
り
替
え
子
』
で
は
、
日
本
を
代
表
す
る
映
画
監
督
・
吾
良
が

自
殺
す
る
。
卉
良
の
高
校
時
代
か
ら
の
友
人
で
、
国
際
的
な
作
家
で
あ
る
長
江

占
疑
人
は
、
仔
良
が
向
殺
す
る
ま
え
に
残
し
た
三
十
巻
の
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
な
が
ら
、
テ
ー
プ
と
の
対
話
に
よ
っ
て
吾
良
の
魂
と

の
交
信
を
試
み
る
。
吾
良
の
妹
で
古
義
人
の
妻
で
あ
る
干
樫
は
、
古
義
人
が

ド
イ
ツ
か
ら
持
ち
蹄
っ
た
モ
ー
リ
ス
・
セ
ン
ダ
ッ
ク
の
絵
本
、
○
貝
四
号

Ｃ
ぐ
閏
三
国
、
に
描
か
れ
て
い
る
、
姉
と
妹
と
の
関
係
を
自
分
と
兄
に
当
て

は
め
、
さ
ら
に
夫
や
息
子
ア
カ
リ
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
、
吾
良
の
「
愛
人
」

で
あ
る
浦
さ
ん
が
吾
良
の
祥
わ
り
の
子
供
を
産
も
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知

る
と
、
こ
れ
に
協
力
す
る
。
こ
の
内
容
に
よ
る
と
、
両
作
舳
に
は
何
の
頻
似

も
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
深
い
と
こ
ろ
で
通
底
し
て
い
る
。
内
容
は

想
像
力
の
も
の
で
、
受
容
的
な
問
題
で
は
な
い
。
受
容
は
作
品
の
内
在
的
な

、
王
魑
を
表
現
す
る
形
式
に
あ
る
。
間
作
肋
の
、
王
題
は
と
も
に
、
王
人
公
の
「
死
」

を
「
追
憶
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済
の
問
題
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
本
論
文
は
叙
事
の
焦
点
化
（
蜀
○
８
冒
皀
（
）
己
の
変
化
、
叙
事
と
し
て

構
造
変
化
、
叙
事
言
語
の
象
徴
件
と
い
う
視
座
か
ら
、
両
作
品
に
お
い
て
、

同
三
テ
ー
マ
で
あ
る
救
済
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係

が
あ
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

焦
点
化
弓
Ｃ
ｓ
言
昌
さ
己
と
は
、
小
説
に
お
け
る
、
あ
ら
ゆ
る
諸
成
分

と
視
角
（
こ
の
視
角
を
通
し
て
見
ら
れ
た
も
の
）
と
の
間
に
あ
る
関
係
で
あ

る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
「
外
的
焦
点
化
」
と
「
内
的
焦
点
化
」
に
分
け
ら
れ
る
。

前
肴
は
、
焦
点
主
体
ざ
８
房
胃
①
胃
（
焦
点
化
を
行
う
作
中
人
物
）
が
外
側

の
視
点
か
ら
焦
点
対
象
ざ
８
房
命
（
熊
点
化
さ
れ
た
作
中
人
物
）
を
焦
点
化

し
て
語
る
。
こ
の
場
合
は
、
焦
点
対
象
は
単
に
焦
点
化
さ
れ
る
だ
け
（
彼
は

見
ら
れ
る
だ
け
で
、
見
る
こ
と
が
な
い
）
で
あ
る
。
普
通
、
焦
点
、
王
体
が
叙

述
荷
で
、
「
叙
述
肴
Ⅱ
朧
点
主
体
」
の
形
式
を
川
い
る
。
後
舌
は
、
作
中
人

物
の
内
側
か
ら
増
人
の
内
川
心
理
や
も
人
の
Ⅱ
に
映
じ
る
外
部
世
界
の
情

景
、
出
来
報
な
ど
を
語
る
。
即
ち
、
焦
点
対
象
は
同
時
に
焦
点
主
体
で
も
あ

る
（
焦
点
化
さ
れ
た
作
中
人
物
が
兇
る
）
。
一
般
に
「
登
場
人
物
Ⅱ
焦
点
主

体
」
の
形
式
を
川
い
る
。
一
つ
の
叙
事
作
肋
に
お
い
て
、
雌
点
化
に
は
視
点

の
尚
定
不
変
も
あ
れ
ば
、
視
点
変
換
も
あ
る
。
『
薬
』
と
『
取
り
換
え
子
』

で
は
、
叙
事
の
焦
点
化
の
変
化
に
お
け
る
類
似
点
が
主
に
、
人
物
の
行
動
描

写
の
場
面
と
人
物
の
対
話
の
嚇
面
と
で
表
さ
れ
て
い
る
。

人
物
の
行
動
描
写
の
場
伽
。
「
薬
』
で
は
、
死
刑
場
で
夏
聡
が
死
刑
に
処

さ
れ
る
場
面
を
、
直
接
に
表
す
の
で
は
な
く
、
華
老
栓
の
視
点
か
ら
死
者
を

取
り
囲
む
観
客
の
動
き
に
よ
っ
て
、
間
接
に
表
し
て
い
る
。
即
ち
、
皇
職
が

処
刑
さ
れ
た
時
、
堆
老
栓
は
そ
の
死
刑
場
に
来
て
は
い
る
が
。
そ
の
時
の
一

幕
は
、
こ
の
小
説
で
は
「
叙
述
骨
Ⅱ
焦
点
主
体
」
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

｜
、
叙
事
の
焦
点
化
令
Ｃ
Ｏ
里
両
当
Ｏ
己
の
変
化

llu
ニ



る
。

「
老
栓
も
そ
の
方
に
眼
を
向
け
た
が
、
見
え
る
の
は
群
が
っ
た
人
間
の
背

中
だ
け
だ
。
ど
の
首
も
思
い
き
り
上
へ
伸
ば
し
て
い
る
。
ま
る
で
た
く
さ
ん

の
ア
ヒ
ル
が
、
眼
に
見
え
ぬ
手
で
首
す
じ
を
つ
か
ま
え
ら
れ
て
、
吊
る
し
上

げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
格
好
だ
っ
た
。
し
ば
ら
く
シ
ー
ン
と
な
っ
た
。
そ
れ

か
ら
何
か
音
が
し
て
、
ま
た
動
揺
が
起
こ
っ
た
。
ズ
ド
ン
と
い
う
音
で
、
い
っ

せ
い
に
後
退
し
、
バ
ラ
バ
ラ
老
栓
の
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
走
っ
て
き
て
、

あ
や
う
く
彼
を
押
し
倒
し
そ
う
に
な
っ
た
。
」

こ
こ
で
は
「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
が
第
三
人
称
で
語
り
な
が
ら
、
明
ら

か
に
華
老
栓
の
視
点
で
出
来
事
を
叙
述
し
て
い
る
。
即
ち
、
蕪
老
栓
自
身
が

見
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
、
聞
い
た
こ
と
を
リ
ア
ル
に
読
者
に
伝
え
て
い
る
。

即
ち
、
魯
迅
は
登
場
人
物
の
感
知
し
た
側
伽
を
中
心
に
表
現
し
て
い
る
口
夏

礁
の
死
と
彼
の
鮮
血
を
「
薬
」
と
し
て
買
う
華
老
楡
の
行
為
を
結
び
つ
け
た

こ
と
に
つ
い
て
、
魯
迅
と
同
時
代
の
作
家
で
あ
る
矛
盾
は
、
「
こ
こ
で
魯
迅

の
悲
憤
は
二
重
で
あ
る
。
彼
は
民
衆
が
封
建
思
想
の
毒
害
を
深
く
受
け
入
れ

て
、
不
覚
醒
を
痛
感
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
当
時
の
辛
亥
革
命
運
動
が
あ

－
５
〉

ま
り
に
も
民
衆
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
を
も
批
判
し
て
い
る
。
」
と
指

摘
し
て
い
る
ｃ
こ
れ
は
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。

『
取
り
稗
え
子
』
で
は
、
人
物
の
行
動
の
場
面
に
お
い
て
、
『
薬
』
と
同

様
の
方
法
を
用
い
て
い
る
。
吾
良
が
ビ
ル
の
屋
上
か
ら
墜
落
し
た
と
き
の
様

子
は
正
面
か
ら
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
警
察
か
ら
遺
体
が
帰
っ
て
く
る
の

を
迎
え
た
と
き
も
、
古
義
人
は
「
吾
良
の
死
に
顔
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。

が
、
吾
良
の
死
体
に
群
が
る
マ
ス
コ
ミ
の
人
間
の
行
動
を
批
判
す
る
古
義
人

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

の
視
点
か
ら
切
実
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
吾
良
の
死
以
後
の
短
い
間
に
古
義
人
が
テ
レ
ヴ
ィ
局
や
新
聞
社
、
ま
た

週
刊
誌
の
人
間
か
ら
受
け
取
っ
た
印
象
は
特
殊
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

彼
ら
に
自
殺
者
へ
の
侮
辱
の
感
情
が
共
有
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

侮
辱
の
感
情
は
、
マ
ス
コ
ミ
の
世
界
で
王
の
ひ
と
り
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
吾
良
が
引
つ
く
り
返
り
、
も
う
金
輪
際
、
王
に
戻
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
、
か
れ
ら
の
確
信
か
ら
来
て
い
た
。
吾
良
の
死
体
に
向
け
て
集

中
し
た
侮
辱
は
あ
ま
り
に
大
量
だ
っ
た
の
で
、
つ
い
に
は
は
み
出
す
よ
う
に

し
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
い
う
吾
良
の
関
係
肴
に
も
及
ん
だ
。
」
（
小
説
、
国
や
ご
）

こ
こ
で
は
古
義
人
の
視
点
か
ら
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
古
義
人
の
眼

で
見
た
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
マ
ス
コ
ミ
の
吾
良
へ
の
侮
辱
の
感
怖
を
描
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
古
義
人
の
心
情
を
炎
現
し
て
い
る
。
そ
の
心
情
と
は
、
吾

良
が
再
び
映
画
界
の
王
に
戻
っ
て
反
撃
す
る
叫
能
性
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に

対
す
る
、
古
義
人
の
悲
憤
で
あ
る
。
即
ち
、
『
薬
」
で
も
『
取
り
替
え
子
」

で
も
「
死
」
を
間
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主

体
」
の
悲
憤
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
薬
』
で
は
登
場
人

物
の
感
知
し
た
側
卿
を
中
心
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
取
り
替

え
子
』
で
は
人
物
の
心
理
的
側
面
を
中
心
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
作
品
の
類
似
点
は
、
人
物
の
行
動
の
場
面
を
拙
く
時
、

第
一
、
と
も
に
限
定
的
な
「
内
的
視
点
」
で
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第

二
、
死
者
に
対
す
る
拙
写
は
旺
面
か
ら
一
切
許
か
ず
に
、
死
者
を
取
り
閉
む

観
客
の
動
き
を
描
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
作
品
の

主
題
を
簡
潔
に
捉
示
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。
両
作
品
の
机
違
点
は
、

四



『
薬
」
で
は
登
場
人
物
の
行
動
を
如
実
に
描
写
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
て
、

「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
の
感
情
は
ほ
と
ん
ど
入
っ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、

『
取
り
替
え
子
」
で
は
そ
の
場
面
を
描
写
す
る
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
登
場
人

物
が
感
じ
取
っ
た
も
の
を
読
者
に
伝
え
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
明
ら
か
に

「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
の
感
情
を
混
じ
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
相
違
点

の
原
因
は
、
魯
迅
と
大
江
と
の
間
に
生
ま
れ
た
叙
事
の
焦
点
化
の
変
化
の
相

違
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
近
現
代
文
学
に
お
け
る
審
美
要
求
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
即
ち
、
「
現
代
の
読
者
は
作
者
の
報
告
に
権
威
を
認
め
た
が
ら
な
く

な
っ
て
き
て
お
り
、
事
件
の
内
側
を
作
中
人
物
の
眼
を
通
し
て
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
も
っ
と
確
か
な
姿
を
捕
ら
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
方
が
読

者
に
と
っ
て
、
事
件
が
寄
り
身
近
な
も
の
に
な
り
、
よ
り
信
頼
の
お
け
る
、

（
〔
‐
ｊ
一

よ
り
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
」
と
考
え
ら
れ
る
。

人
物
の
対
話
に
つ
い
て
。
対
話
中
の
話
題
対
象
は
す
で
に
死
ん
だ
人
の
話

で
、
死
者
の
死
因
を
追
及
す
る
形
式
で
、
そ
の
人
の
過
去
の
こ
と
を
再
現
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
物
像
を
描
き
出
す
。
即
ち
、
両
作
品
で
は
と
も
に

「
内
的
焦
点
化
」
に
よ
っ
て
人
物
像
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
薬
』
で
は
「
茶
館
」
で
の
人
々
の
対
話
に
よ
っ
て
、
「
夏
礁
」
の
人
物

像
を
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
ず
康
大
叔
と
ご
ま
塩
ひ
げ
の
男
の
対
話
を
見
て

み
よ
う
。
ご
ま
塩
ひ
げ
は
、
康
大
叔
の
ま
え
に
や
っ
て
来
て
、
声
を
ひ
そ
め

て
、
「
康
大
叔
ｌ
今
日
、
お
仕
潰
き
に
な
っ
た
罪
人
は
、
夏
家
の
子
だ
っ

て
い
う
が
、
誰
の
子
か
ね
？
そ
し
て
事
件
は
何
か
ね
？
」
と
た
ず
ね
た
。
康

大
叔
は
「
誰
の
子
？
そ
り
ゃ
、
夏
四
妬
妨
の
伜
さ
あ
ね
。
あ
の
小
伜
。
あ

の
ガ
キ
あ
、
命
は
い
ら
ん
と
よ
・
牢
に
ぶ
ち
こ
ま
れ
て
ま
で
、
牢
番
に
謀
叛

を
そ
そ
の
か
し
ゃ
が
っ
て
。
や
つ
は
な
、
こ
の
大
清
帝
国
の
天
下
は
わ
れ
わ

れ
み
ん
な
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
い
い
か
、
な
あ
、
こ
れ
が
人
間
の
い
う

こ
と
か
よ
・
赤
眼
の
阿
義
は
む
か
っ
腹
を
立
て
て
、
い
き
な
り
パ
ン
パ
ン
と

二
つ
ば
か
り
食
ら
い
や
が
っ
た
。
」
と
答
え
た
。
こ
の
対
話
に
よ
っ
て
、
読

者
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
に
、
夏
愈
は
情
政
府
を
覆
そ
う

と
し
て
、
「
命
は
い
ら
ん
と
よ
」
と
い
う
覚
悟
で
革
命
運
動
に
加
わ
っ
て
い

る
。
し
か
も
「
牢
に
ぶ
ち
こ
ま
れ
て
も
」
続
け
て
革
命
の
宣
伝
を
し
て
、
自

分
の
革
命
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
人
物
の
対

話
に
よ
っ
て
、
一
人
の
堅
強
不
屈
な
英
雄
戦
士
の
形
象
が
読
肴
の
眼
に
浮
か

ん
で
く
る
。
第
二
に
、
当
時
の
封
建
勢
力
が
蔓
延
る
暗
闇
社
会
に
対
す
る
辛

亥
革
命
の
背
景
を
考
え
る
と
、
夏
愈
の
よ
う
革
命
青
年
の
出
現
は
、
「
作
者

が
「
・
咽
城
」
の
序
文
の
中
で
一
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
鉄
の
部
屋
に
昏
睡
し
て

い
る
状
態
の
人
々
に
向
け
て
、
意
識
の
は
っ
き
り
し
て
い
る
人
が
大
声
を
出

（
Ｈ
）

し
た
叫
び
の
よ
う
だ
。
」
と
こ
ろ
が
、
「
夏
礁
」
と
い
う
革
命
青
年
の
行
動
は
、

庶
民
一
般
の
眼
に
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
か
。
赤
眼
の
阿
義
が
「
夏

聡
」
を
殴
っ
た
行
為
に
対
す
る
、
庶
民
た
ち
の
次
の
会
話
を
見
て
み
よ
う
。

セ
ム
シ
の
五
少
爺
は
興
奮
し
て
「
阿
義
は
拳
法
は
達
人
だ
か
ら
、
二
つ
も

食
ら
っ
た
ら
、
相
当
こ
た
え
た
ろ
う
な
」
と
言
う
。
「
と
こ
ろ
が
、
あ
の
ろ

く
で
な
し
、
こ
た
え
ね
え
。
お
ま
け
に
、
気
の
毒
な
も
の
か
」
と
康
大
叔
が

答
え
た
。
ご
ま
堀
ひ
げ
の
男
が
「
そ
ん
な
野
郎
を
殴
っ
た
と
て
、
何
の
気
の

毒
な
も
の
か
」
と
不
思
議
に
聞
く
口
康
大
叔
は
せ
せ
ら
笑
っ
て
「
お
ま
え
さ

ん
、
わ
し
の
話
の
ど
こ
を
き
い
て
い
る
ん
だ
。
や
つ
の
言
う
分
は
な
、
阿
義

が
気
の
毒
だ
っ
て
ん
だ
」
と
言
っ
た
の
で
、
ご
ま
塩
ひ
げ
は
急
に
悟
っ
た
よ

四
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う
に
、
「
阿
義
が
気
の
毒
ｌ
ｌ
バ
カ
な
。
気
違
い
沙
汰
だ
。
」
と
い
う
。
二
十

歳
あ
ま
り
の
男
も
、
「
気
が
ち
が
っ
た
ん
だ
」
と
言
っ
た
。
こ
の
会
話
に
よ

っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
康
大
叔
を
始
め
と
す
る
庶
民
た
ち
は
、
革
命
者
「
夏

琉
」
の
処
刑
に
、
同
情
や
理
解
を
示
す
と
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
茶
飲
話

と
し
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
こ
の
社
会
は
彼
に
対
し
て
き

わ
め
て
冷
た
い
。
人
々
は
彼
を
支
持
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
彼
が
こ
の
社
会

一
リ
）

に
い
る
か
ら
こ
そ
、
特
別
な
光
明
を
顕
現
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
」

こ
う
し
て
、
「
夏
琉
」
の
革
命
精
神
と
庶
民
一
般
の
革
命
に
対
す
る
「
見
解
」

一
Ⅱ
｝

と
が
明
確
に
対
照
さ
れ
、
作
品
の
主
題
「
群
衆
の
愚
昧
と
革
命
者
の
悲
哀
」

が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
取
り
替
え
子
』
で
は
、
様
々
な
人
が
テ
レ
ビ
や
新
聞
そ
の
他
の
媒
体
を

通
し
て
、
「
吾
良
」
に
つ
い
て
の
「
見
解
」
を
示
す
。
ま
ず
、
古
義
人
と
彼

の
弟
で
警
察
官
忠
叔
父
さ
ん
と
の
会
話
を
見
て
み
よ
う
。
忠
叔
父
さ
ん
は
日

本
の
社
会
に
お
け
る
「
ヤ
ク
ザ
組
織
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
直
接
ヤ
ク
ザ
と
接
す
る
者
ら
よ
り
さ
ら
に
上
層
の
：
：
：
わ
し
に
は
不
似

合
な
用
語
で
言
え
ば
、
ヤ
ク
ザ
を
底
辺
に
す
る
構
造
の
な
、
最
上
層
に
あ
る

者
ら
の
厭
ら
し
さ
」
、
「
そ
れ
と
は
ま
た
別
に
、
ヤ
ク
ザ
を
ふ
く
む
構
造
の
外

側
で
、
結
果
的
に
い
え
ば
や
な
、
ヤ
ク
ザ
の
下
働
き
を
す
る
連
中
が
、
実
に

様
々
な
の
や
ね
！
」
吾
良
さ
ん
の
業
界
で
は
、
「
ヤ
ク
ザ
を
美
化
す
る
映
画

を
作
っ
て
、
さ
ら
に
興
行
面
で
ヤ
ク
ザ
の
資
金
源
に
な
る
や
つ
ら
な
ど
は
、

ヤ
ク
ザ
の
下
働
き
に
く
ら
べ
て
も
最
低
の
列
や
と
わ
し
は
思
う
。
吾
良
さ
ん

は
、
自
分
の
映
画
で
、
正
面
か
ら
ヤ
ク
ザ
と
敵
対
す
る
働
き
を
し
た
の
や
か

ら
ね
。
」
（
小
説
、
国
匡
）

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

こ
の
会
話
に
つ
い
て
、
次
の
点
に
注
意
し
た
い
。
日
本
の
社
会
で
は
、
ヤ

ク
ザ
組
織
を
下
働
き
と
し
て
利
用
す
る
政
治
家
さ
え
い
る
。
映
画
界
で
は
ヤ

ク
ザ
を
美
化
し
、
ヤ
ク
ザ
の
資
金
を
提
供
す
る
や
つ
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

吾
良
が
正
面
か
ら
ヤ
ク
ザ
と
敵
対
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。

さ
ら
に
吾
良
は
現
代
日
本
に
は
び
こ
る
暴
力
団
の
陰
湿
な
攻
撃
を
批
判
す

る
映
画
を
作
っ
た
の
が
切
っ
掛
け
で
、
暴
力
団
か
ら
攻
撃
を
受
け
る
。
あ
る

日
、
ヤ
ク
ザ
組
織
の
「
暴
漢
」
の
一
人
が
、
吾
良
の
身
体
の
動
き
を
封
じ
、

も
う
一
人
が
吾
良
の
首
な
ど
を
刺
し
た
の
で
、
吾
良
が
入
院
す
る
。
吾
良
は

病
院
で
療
養
中
に
、
宗
教
関
係
の
テ
ロ
に
遭
っ
て
入
院
し
て
い
る
、
「
偉
い

人
」
に
向
か
っ
て
、
「
自
分
も
ヤ
ク
ザ
に
刺
さ
れ
た
者
と
し
て
、
『
文
芸
春
秋
」

で
対
談
す
る
よ
う
申
し
込
ん
だ
が
、
「
偉
い
人
」
に
断
ら
れ
た
。
そ
れ
で
、

「
偉
い
人
は
吾
良
さ
ん
の
こ
と
を
、
大
変
ナ
イ
ー
ヴ
な
人
だ
が
、
鋼
毅
、
鋼

直
な
面
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
、
（
中
略
）
と
第
三
者
へ
の
手
紙
に
書
か
れ
た

そ
う
で
す
”
そ
れ
も
確
か
な
こ
と
と
し
て
間
い
た
の
や
、
偉
い
人
は
、
警
察

の
最
高
責
任
者
の
自
分
が
テ
ロ
に
遭
う
て
、
そ
の
上
で
立
ち
な
お
っ
て
、
外

務
省
か
ど
こ
か
、
さ
ら
に
責
任
の
あ
る
仕
事
に
つ
か
れ
た
強
い
人
や
ね
。
」

（
小
説
、
国
屋
）
・

こ
れ
は
病
院
で
療
養
中
の
吾
良
の
行
動
を
、
古
義
人
と
警
察
官
の
忠
叔
父

さ
ん
と
の
会
話
を
通
し
て
、
読
者
に
伝
え
た
情
報
だ
が
、
こ
の
会
話
は
二
点

に
纒
め
ら
れ
る
。
第
一
、
警
察
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
「
偉
い
人
」
は
、
な

ぜ
吾
郎
と
「
文
芸
春
秋
」
で
の
対
談
を
避
け
る
の
か
？
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な

警
察
の
最
高
責
任
者
は
、
な
ぜ
も
っ
と
責
任
の
あ
る
外
務
省
の
職
に
つ
く
こ

と
が
出
来
る
の
か
？
こ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
の
社
会
構
造
を
批
判
し
て
い
る

四
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の
だ
ろ
う
。
第
二
、
警
察
の
最
高
責
任
者
で
、
し
か
も
実
際
に
テ
ロ
に
遭
っ

た
人
で
さ
え
ヤ
ク
ザ
を
避
け
る
の
に
、
吾
良
が
彼
を
刺
し
た
「
暴
漢
」
と
続

け
て
対
決
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
吾
良
の
「
鋼
毅
、
鋼
直
」

な
精
神
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ヤ
ク
ザ
、
右
翼
、
天
皇
制
と
の
繋

が
り
を
考
え
る
と
、
吾
良
が
対
決
し
て
い
る
社
会
環
境
は
、
夏
愈
の
い
る
大

猜
帝
国
の
、
封
建
勢
力
が
蔓
延
る
啼
間
社
会
に
匹
敵
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
対
話
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
直
接
に
汗
良
の
こ
と

は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
「
ヤ
ク
ザ
」
と
対
決
す
る
吾
良
の
、
「
鋼
毅
、
鋼

直
」
な
人
物
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
即
ち
、
両
作
品
の
、
王
人
公
で
あ

る
、
吾
良
と
「
夏
瞼
」
の
描
き
方
は
と
も
に
作
中
人
物
の
対
話
に
よ
っ
て
成

立
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ヤ
ク
ザ
組
織
に
対
し
て
、
「
僕
は
日
本
の
ヤ
ク
ザ

シ
ス
テ
ム
は
、
日
本
の
民
主
主
義
、
Ｈ
本
の
文
化
を
考
え
る
上
で
最
悪
の
要

一
Ｉ
｜

素
だ
と
信
じ
て
い
る
」
と
大
江
が
言
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
吾
良
の
態

度
は
戦
後
民
主
主
義
の
擁
護
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
吾
良
は
社
会

正
義
を
背
負
っ
て
社
会
の
悪
勢
力
と
死
ぬ
ま
で
闘
っ
た
が
、
日
本
の
社
会
一

般
の
人
々
は
吾
良
の
向
殺
を
ど
う
評
価
し
て
い
る
の
か
？
次
に
汗
良
に
対
す

る
マ
ス
コ
ミ
世
界
の
対
話
を
見
て
み
よ
う
。

（
１
）
あ
る
記
事
に
よ
る
と
、
「
吾
良
の
死
を
映
画
の
仕
事
の
行
き
詰
ま

り
に
帰
し
て
い
る
」
。
（
２
）
あ
る
女
性
週
刊
誌
の
特
集
に
は
、
「
吾
良
の
女

性
関
係
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
と
い
う
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
即
ち
、
「
吾
良

が
『
悪
い
女
」
に
翻
弄
さ
れ
て
、
疲
れ
き
っ
て
死
ん
だ
と
い
う
。
」
（
３
）
あ

る
談
話
記
事
に
は
吾
良
の
生
前
の
行
動
を
「
あ
れ
は
ヤ
ラ
セ
で
は
な
い
か
、

と
疑
っ
て
い
る
」
と
さ
え
書
い
て
あ
る
。
（
４
）
吾
良
が
墜
落
死
し
て
か
ら

の
一
週
間
、
古
義
人
は
早
朝
と
午
後
の
ワ
ィ
ド
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
見
続
け
た
。

ニ
ュ
ー
ス
シ
ョ
ー
の
司
会
や
、
吾
良
が
映
画
に
使
っ
た
俳
優
、
女
優
ら
、
若

い
世
代
の
言
葉
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
は
予
期
し
て
い
た
が
、
吾
良
と
ほ
ぼ

同
年
の
映
阿
監
督
や
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
、
さ
ら
に
芸
能
お
よ
び
社
会
一
般

の
コ
メ
ン
テ
イ
タ
ー
の
言
葉
も
理
解
し
に
く
い
も
の
だ
。
古
義
人
は
吾
良
の

死
が
、
現
在
テ
レ
ヴ
ィ
で
語
ら
れ
る
言
葉
に
よ
っ
て
は
説
明
で
き
ぬ
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
社
会
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
と
了
解
し
て
い

た
。
こ
の
囚
つ
の
「
見
解
」
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
吾
良
の
「
革
命
」
は
夏

聡
の
紘
命
と
同
様
に
、
社
会
か
ら
孤
立
無
援
で
あ
り
、
ま
た
、
社
会
に
は
彼

を
理
解
す
る
と
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
彼
を
中
傷
す
る
人
が
い
る
点
で
も
、
向
肴

は
通
底
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
で
マ
ス
コ
ミ
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
、
日
本
人
の
「
吾
良
」
に
対
す

る
「
兇
解
」
と
中
国
人
の
「
夏
瞼
」
の
死
に
対
す
る
「
見
解
」
を
比
較
す
る

と
、
表
面
的
に
違
う
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
質
的
な
相
違
は
な
い
。
即
ち
、

作
品
の
主
旨
は
ど
ち
ら
も
そ
の
凶
の
国
民
性
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

さ
ら
に
吾
良
の
自
殺
の
背
景
と
Ｈ
本
社
会
一
般
の
評
価
を
あ
わ
せ
て
考
え
る

と
、
「
卉
良
」
と
「
夏
礁
」
は
同
質
の
悲
劇
を
減
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
夏
職
」
は
中
国
の
辛
亥
革
命
の
新
氏
民
主
化
の
た
め
に
、
「
脊
良
」
は
日
本

の
戦
後
民
主
主
義
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
珊
想
で
あ
る
、
民
主
主
義
思
想

の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
た
。
が
、
そ
れ
が
現
実
の
社
会
に
は
ま
っ
た
く
理
解

さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
人
の
「
愚
昧
」
と
、
日
本
人
の
心
の
奥
に
潜
ん
で
い

る
他
人
を
「
中
傷
」
す
る
「
暗
い
面
」
と
は
共
通
の
問
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
、
人
物
の
対
話
に
お
い
て
両
作
品
の
類
似
点
は
、
第
一
、
限
定

四
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的
な
外
的
視
点
で
、
人
物
を
描
い
て
い
る
こ
と
。
第
二
、
様
々
な
人
を
一
箇

所
に
集
め
て
自
由
に
対
話
さ
せ
る
こ
と
。
『
薬
』
で
は
み
ん
な
を
「
茶
館
」

に
集
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
取
り
替
え
子
」
は
み
ん
な
を
マ
ス
コ
ミ
の

場
に
集
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
、
対
話
中
の
話
題
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ

の
、
王
人
公
．
「
夏
琉
」
と
「
吾
良
」
で
あ
り
、
死
ん
だ
人
の
話
で
あ
る
。
こ

う
し
た
対
話
に
よ
っ
て
、
作
舳
の
、
正
題
を
示
す
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
「
死
群
の
牝
に
対
す
る
」
価
値
観
を
自
由
に
語
ら

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
舳
の
、
正
迦
を
表
現
す
る
方
法
は
、
二
人
と
も
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
か
ら
受
け
入
れ
た
方
法
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
う
し

て
話
者
が
、
語
ら
れ
る
対
象
と
聞
き
手
の
両
方
に
向
け
て
自
分
の
価
値
観
を

語
っ
て
い
る
の
で
、
芸
術
に
お
い
て
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
効
果
を
獲
得
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
の
方
法
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
の
作
品
で
初
め
て
用

い
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
人
物
の
行
動
描
写
の
場
面
と
人
物
の
対
話
の
場
面
と
い
う
二
点

の
分
析
を
通
し
て
、
両
作
品
で
は
人
物
関
係
は
極
め
て
近
似
し
て
い
る
。
忠

叔
父
さ
ん
が
吾
良
の
、
康
大
叔
の
夏
聡
の
情
報
を
読
者
に
提
供
す
る
点
に
お

い
て
、
両
荷
の
役
割
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
が
第
一
・
第
二
、
こ
う
し
た

場
面
に
よ
っ
て
焦
点
化
の
変
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
効
果
を
得
て
い
る
の
で
あ

る
。
即
ち
、
人
物
の
行
動
描
写
の
場
面
は
、
真
実
に
社
会
問
題
を
告
発
し
て

い
る
。
人
物
の
対
話
に
よ
っ
て
一
人
の
人
物
像
が
多
面
的
に
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

作
家
が
物
語
を
害
く
時
、
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
焦
点
主
体

の
問
題
で
あ
る
。
即
ち
、
誰
に
よ
る
叙
述
な
の
か
、
そ
の
物
語
を
語
る
の
は

誰
な
の
か
。
「
語
り
の
選
択
は
、
す
べ
て
を
決
定
す
る
非
常
に
重
要
な
選
択

で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
」
と
い
う
の
は
、
物
語
の
本
質
は
有
意
義
な
情

緒
的
な
経
験
に
つ
い
て
の
一
貫
性
あ
る
叙
述
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
”
叙
事
の
構
造
に
お
い
て
は
、
科
迅
の
「
薬
」
と
大
江
の
『
取
り
秤
え
子
』

は
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
似
て
い
る
。
第
一
、
両
作
品
は
と
も
に
「
二
線
構

造
」
を
用
い
て
い
る
。
第
二
、
終
始
三
人
称
を
用
い
て
、
複
数
人
物
の
視
点

で
物
語
の
ほ
と
ん
ど
の
内
容
を
叙
述
し
て
い
る
が
、
終
章
に
な
る
と
単
一
人

物
の
女
惟
の
視
点
か
ら
の
叙
述
に
転
換
す
る
。

（
１
）
二
線
構
造
。
「
薬
」
で
は
華
・
夏
向
家
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
。

華
老
栓
は
「
肺
病
に
掛
か
っ
て
い
る
息
子
の
た
め
に
、
死
刑
場
で
「
薬
」

（
人
血
饅
頭
）
を
買
う
。
彼
の
息
子
・
華
小
栓
が
「
薬
」
を
食
べ
る
。
華
老

栓
夫
婦
で
経
営
し
て
い
る
「
茶
館
」
で
、
様
々
な
人
々
が
「
薬
」
の
來
源
と

効
果
を
語
り
合
う
。
そ
し
て
、
「
人
血
饅
頭
」
を
食
べ
た
に
も
拘
ら
ず
息
子

が
死
に
、
母
親
の
華
大
蛎
が
死
ん
だ
息
子
の
墓
へ
行
く
。
も
う
一
つ
の
物
語

は
、
砿
命
青
年
の
夏
聡
が
、
本
家
の
夏
三
爺
の
告
発
に
よ
っ
て
清
政
府
に
逮

捕
さ
れ
、
獄
中
に
い
な
が
ら
、
辛
亥
革
命
の
思
恕
を
宣
伝
す
る
。
岐
後
に
政

治
犯
と
し
て
殺
沓
さ
れ
る
。
母
親
の
夏
四
妨
妨
が
息
子
の
墓
へ
行
く
。
そ

し
て
、
二
人
の
雌
親
が
墓
で
出
会
う
。
こ
の
二
つ
の
物
語
の
構
造
に
つ
い
て
、

層
華
鵬
と
範
伯
群
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二
、
叙
事
と
し
て
の
構
造
変
化

四
七



「
魯
迅
は
巧
み
に
二
線
構
造
を
用
い
て
、
明
線
で
華
老
栓
一
家
の
運
命
を

描
き
、
暗
線
で
夏
礁
の
物
語
を
叙
述
し
て
い
る
。
二
つ
の
物
語
の
筋
が
ま
る

で
二
股
泉
水
の
よ
う
に
、
作
品
の
中
で
並
行
し
な
が
ら
流
れ
て
い
る
。
が
、

こ
の
二
つ
の
物
語
が
お
互
い
に
無
関
係
で
は
な
い
。
」
魯
迅
は
「
巧
み
に
一

つ
の
人
血
饅
頭
で
、
二
つ
の
物
語
を
結
び
つ
け
、
革
命
者
の
犠
牲
で
流
れ
た

血
を
愚
昧
の
民
衆
の
薬
と
し
て
、
（
中
略
）
作
品
の
主
題
を
深
化
す
る
と
同

（
〉

時
に
、
さ
ら
に
深
刻
な
悲
劇
性
を
賦
与
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
即

ち
、
二
人
の
若
者
の
死
を
通
し
て
、
病
態
社
会
の
根
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
を
鋭
く
提
出
し
、
そ
の
主
旨
は
民
衆
の
精
神
の
改
変
に
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
取
り
替
え
子
」
で
は
塙
吾
良
と
長
江
古
義
人
の
両
家
の
物
語
を
語
っ
て

い
る
。
古
義
人
一
家
の
物
語
は
作
家
の
古
義
人
を
中
心
に
、
古
義
人
の
母
、

妻
の
千
樫
と
障
害
の
あ
る
息
子
「
ア
カ
リ
」
と
で
展
開
し
て
い
る
。
古
義
人

は
子
供
の
時
、
森
の
中
で
迷
い
子
に
な
っ
て
、
村
の
消
防
団
に
救
い
出
さ
れ

た
が
、
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
発
熱
は
治
ま
ら
ず
に
、
死
ぬ
の
だ
ろ
う
と
医
荷

か
ら
診
断
さ
れ
て
い
る
。
が
、
母
の
看
護
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
た
。
息
子
の

「
ア
カ
リ
」
は
障
害
を
持
ち
な
が
ら
、
父
親
と
母
親
の
努
力
に
よ
っ
て
、
作

曲
家
に
な
る
。
吾
良
一
家
の
物
語
は
吾
良
を
中
心
に
、
妻
の
梅
子
と
愛
人
の

浦
さ
ん
と
展
開
し
て
い
る
。
吾
良
は
戦
後
民
主
主
義
擁
護
の
た
め
に
、
ヤ
ク

ザ
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
、
自
殺
す
る
が
、
「
吾
良
が
か
つ
て
愛
し

た
浦
さ
ん
と
い
う
女
性
は
、
『
死
ん
だ
子
供
の
た
め
に
、
も
う
一
度
子
供
を

生
』
も
う
と
決
意
す
る
の
だ
。
死
者
の
代
わ
る
者
と
し
て
の
『
ま
た
生
ま
れ

一
〉

て
い
な
い
者
た
ち
」
ｌ
な
ん
と
美
し
い
、
王
題
だ
ろ
う
か
。
」
と
沼
野
が
言

う
よ
う
に
、
こ
こ
で
浦
さ
ん
が
吾
良
の
代
わ
り
の
子
供
を
産
む
の
は
、
明
ら

か
に
、
死
ん
だ
吾
良
の
思
想
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
一
つ
は
吾
良
と
古
義
人
が
、
ラ
ン
ボ
オ
の
詩
に
歌
わ
れ
て
い
る

「
俺
達
は
き
よ
ら
か
な
光
の
発
見
に
志
す
身
で
は
な
い
の
か
」
、
と
い
う
共
通

の
志
を
持
ち
、
そ
れ
を
両
家
の
物
語
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
親

戚
関
係
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
千
樫
と
浦
さ
ん
の
共
同
理
想

ｌ
浦
さ
ん
が
吾
良
の
替
わ
り
の
子
供
を
産
む
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
千
樫

が
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
と
い
う
民
話
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
と

理
想
の
世
界
を
融
合
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
り
、
『
薬
」
と
『
取
り
替
え
子
」
の
構
造
を
図
に
示
す

と
、
左
の
図
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
図
に
示
し
て
い
る
通
り
、
両
作
品
の
類

似
性
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
一
、
両
作
品
が
と
も
に
二
線
構
造
で
あ
る
。

た
だ
し
「
薬
」
の
「
明
線
」
と
「
暗
線
」
に
対
し
て
、
「
取
り
替
え
子
」
は

二
つ
の
線
が
と
も
に
「
明
線
」
で
あ
る
。
第
二
、
と
も
に
主
題
が
救
済
で
あ

る
。
相
違
点
と
し
て
は
、
第
一
、
二
つ
の
物
語
の
関
係
で
あ
る
。
「
薬
」
は

「
人
血
饅
頭
」
と
い
う
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
取
り
替
え
子
」
は
共
通
の
志
、
親
戚
関
係
、
共
通
の
理
想
と
い
う
三
砿
の

モ
チ
ー
フ
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
第
三
、
全
体
と
し
て
「
薬
」
の
結
末
は
悲

劇
的
で
あ
る
が
、
「
取
り
替
え
子
」
は
明
る
い
未
来
を
暗
示
す
る
結
末
で
あ

る
。
さ
ら
な
る
根
本
的
な
違
い
は
民
活
の
導
入
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
大
江
の

独
創
で
あ
る
。

四
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（
２
）
女
性
の
視
点
。
細
心
で
鋭
い
観
察
力
の
持
ち
主
で
あ
る
女
性
の
目

を
通
し
て
世
界
を
描
き
、
彼
女
ら
の
形
象
を
通
し
て
現
実
を
再
構
成
す
る
、

と
い
う
方
法
が
両
作
品
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
終
章
に
な
る
と
、
両

作
品
は
と
も
に
男
性
の
視
点
か
ら
女
性
の
視
点
に
転
換
す
る
。

『
薬
』
に
お
い
て
は
、
物
語
の
最
後
の
第
囚
章
に
な
る
と
、
主
人
公
の
華

老
栓
の
視
点
か
ら
妻
の
華
大
蛎
の
視
点
に
転
換
す
る
。
清
明
節
に
、
夜
が
明

け
て
間
も
な
い
こ
ろ
、
華
大
蛎
は
息
子
の
お
墓
で
「
四
Ⅲ
の
料
理
と
一
碗
の

飯
を
備
え
、
ひ
と
し
き
り
泣
き
、
紙
銭
を
焼
き
、
そ
の
ま
ま
ぼ
ん
や
り
地
上

に
腰
を
お
ろ
し
て
い
た
。
何
か
を
待
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
が
、
何
を

待
っ
て
い
る
の
か
は
自
分
に
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
微
風
が
わ
た
っ
て
、
彼

女
の
短
い
髪
を
な
び
か
せ
た
。
め
っ
き
り
去
年
よ
り
白
毛
が
ふ
え
て
い
る
。
」

こ
こ
で
ま
ず
息
子
を
失
っ
た
蒼
老
で
悲
傷
の
女
性
が
登
場
す
る
。
次
に
、
こ

の
華
大
蛎
の
視
点
か
ら
、
も
う
一
人
の
女
性
で
あ
る
革
命
青
年
「
夏
瞼
」
の

旦旦
「
薬
」
と
『
取
り
替
え
子
」
の
構
造
図

大
江
健
三
郎
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協力 ①
共
通
の
志

②
親
戚
関
係

③
共
同
理
想

③

母
親
「
夏
岡
妨
妨
」
が
登
場
す
る
。
「
小
道
を
、
ま
た
一
人
の
女
が
や
っ
て

き
た
。
こ
れ
も
髪
が
半
ば
白
く
、
身
に
は
ポ
ロ
を
ま
と
っ
て
い
る
。
こ
わ
れ

か
か
っ
た
朱
塗
り
の
丸
カ
ゴ
を
さ
げ
、
カ
ゴ
の
外
に
は
紙
銭
を
吊
し
て
、
ョ

チ
ョ
チ
し
た
足
ど
り
で
近
づ
い
て
来
た
。
ふ
と
、
華
大
蛎
が
地
面
に
腰
を
お

ろ
し
た
ま
ま
自
分
の
方
を
眺
め
て
い
る
姿
に
気
が
つ
く
と
、
や
や
た
じ
ろ
い

で
、
血
の
気
の
な
い
顔
に
蓋
ら
い
の
色
を
う
か
べ
た
。
（
中
略
）
華
大
蛎
は
、

そ
の
様
子
を
見
て
、
彼
女
が
い
ま
に
も
傷
心
の
あ
ま
り
狂
い
出
す
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
」
こ
う
し
て
も
う
一
人
の
女
性
像
が
描
き
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
第
一
、
「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
は
な
ぜ
、

息
子
を
失
っ
た
悲
し
み
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
女
性
の
視
点
を
通
し
て
、
同
じ

く
息
子
を
失
っ
た
も
う
一
人
の
女
性
を
描
写
す
る
の
か
、
第
二
、
夏
四
妨
妨

は
華
大
礁
を
見
か
け
る
と
な
ぜ
蓋
じ
ら
い
の
色
を
う
か
べ
る
の
か
、
と
い
う

二
点
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
一
つ
は
、
「
見
る
人
」
が
「
見

ら
れ
る
人
」
の
気
持
ち
を
深
く
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
華

大
蛎
は
、
夏
四
期
期
が
自
分
と
同
じ
よ
う
に
「
四
Ⅲ
の
料
理
と
一
碗
の
飯

を
そ
な
え
て
」
、
立
っ
た
ま
ま
泣
き
、
紙
銭
を
燃
や
し
た
ま
ま
、
ぼ
ん
や
り

た
だ
何
か
を
見
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
お
墓
を
離
れ
な
い
の
は
一
体
ど
う
い

う
心
情
で
あ
る
か
を
、
誰
よ
り
も
深
く
理
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
叙
述

者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
は
、
華
大
蛎
を
通
し
て
、
夏
四
期
期
の
心
理
の
深
層
を

洞
察
さ
せ
る
と
同
時
に
、
華
大
蠣
自
身
の
内
面
を
も
表
し
て
い
る
。
華
大
蛎

は
、
夏
四
妨
妨
の
あ
の
身
振
り
と
狂
い
出
す
よ
う
な
心
の
中
に
潜
ん
で
い

る
悲
し
み
を
、
華
大
蛎
自
身
の
悲
し
み
と
し
て
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第

二
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
蓋
じ
ら
い
は
両
義
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
ま
ず
、
夏
四
妨
妨
の
恥
ら
う
心
理
は
息
子
の
死
に
対
す
る
認
識

に
あ
る
。
彼
女
は
息
子
が
殺
害
さ
れ
た
理
由
は
分
か
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、

息
子
が
「
造
反
」
の
名
目
で
「
清
政
府
」
に
殺
さ
れ
、
犯
罪
者
に
仕
立
て
ら

れ
た
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
が
犯
罪
者
の
母
親
で
あ

り
、
こ
の
世
の
人
々
に
対
面
す
る
面
子
が
な
い
。
だ
か
ら
恥
ず
か
し
い
気
が

す
る
。
こ
れ
が
第
一
・
第
二
は
「
彼
の
革
命
理
想
と
革
命
活
動
は
、
貧
し
い

母
親
に
さ
え
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
わ
け
で
お
墓
に
行
く
時
「
血
の
気

〈
喝
）

の
な
い
顔
に
差
ら
い
の
色
を
う
か
べ
た
』
・
」
即
ち
、
息
子
の
革
命
精
神
は
一

般
庶
民
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
母
親
に
さ
え
理
解
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
う
し
て
革
命
者
と
し
て
の
「
孤
立
無
援
」
の
革
命
者
を
表
す
と

と
も
に
、
「
夏
環
」
の
悲
劇
の
根
源
は
、
民
衆
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
点
に

あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
同
じ
境
遇
の
二
人
の
女
性
が
お
墓

で
ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
彼
女
ら
は
こ
れ
か
ら
ど
こ
へ
行
く
の
か
分
か
ら
な

い
。
が
、
こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
く
し
か
な
い
、
と
い
う
二
人
の
女
性
像
を

描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
説
の
結
末
で
こ
の
二
人
の
女
性

を
出
会
わ
せ
る
の
は
、
彼
女
ら
の
暗
塘
な
る
生
活
と
内
心
の
悲
し
み
を
表
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
社
会
の
問
題
点
を
告
発
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が

こ
の
物
語
の
主
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
取
り
替
え
子
」
で
は
、
「
敲
後
の
二
章
に
、
主
人
公
を
見
る
他
昔
と
し

て
の
妻
の
視
点
が
導
入
さ
れ
た
の
も
、
「
ズ
レ
」
の
新
し
い
試
み
だ
と
恩
っ

｛
恥
｝

た
。
」
と
加
賀
乙
彦
が
言
っ
て
い
る
が
、
競
後
の
二
章
に
で
は
な
く
、
終
章

に
な
っ
て
か
ら
「
妻
の
視
点
が
導
入
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

「
新
し
い
試
み
」
は
魯
迅
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
江
は
魯

迅
と
同
様
の
方
法
で
二
人
の
女
性
像
を
描
い
て
い
る
の
が
分
る
。
古
義
人
の

妻
の
千
樫
と
い
う
女
性
を
登
場
さ
せ
、
古
義
人
の
視
点
か
ら
千
樫
の
視
点
に

転
換
す
る
。
千
樫
は
今
ま
で
の
人
生
に
、
三
度
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
で

あ
る
。
一
度
目
は
、
才
能
に
あ
ふ
れ
て
美
し
く
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
多
く
の

人
に
愛
さ
れ
畏
敬
さ
れ
た
兄
吾
良
が
、
「
錬
成
道
場
」
で
の
事
件
を
体
験
し

て
か
ら
、
ど
こ
か
え
た
い
の
知
れ
な
い
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
千
樫
は
、
古
義
人
と
結
婚
し
て
か
ら
、
最
初
の
子
供
が
生
ま
れ
る
の

を
待
っ
て
い
る
時
、
「
私
が
、
お
母
様
の
代
わ
り
に
、
も
う
一
度
、
あ
の
美

し
い
子
供
を
生
も
う
。
取
り
替
え
ら
れ
て
居
な
く
な
っ
た
本
当
の
吾
良
が
、

新
し
い
子
供
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
し
よ
う
」
（
小
説
、
宙
君
）
と

考
え
た
。
が
、
実
際
に
生
ま
れ
た
子
供
は
「
崎
型
児
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
二

度
目
の
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
。
三
度
目
は
兄
の
吾
良
が
自
殺
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
三
度
の
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
千
樫
は

死
ん
だ
兄
の
た
め
に
、
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
一
人
の
中
年
を
過
ぎ
た
、
挫
折
に
屈
し
な
い
、
女
性
像
が
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
千
樫
の
視
点
を
通
し
て
、
浦
さ
ん
と
い
う
も
う
一
人
の

女
性
像
が
描
出
さ
れ
る
。
浦
さ
ん
は
ド
イ
ツ
人
で
、
吾
良
の
愛
人
で
あ
る
。

吾
良
が
自
殺
し
た
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
、
吾
良
の
顔
に

似
て
い
る
と
思
わ
れ
る
男
と
セ
ッ
ク
ス
を
す
る
。
そ
の
た
め
妊
娠
し
た
の
で
、

日
本
へ
子
供
を
随
し
に
き
た
が
、
古
義
人
が
書
い
た
「
な
ぜ
子
供
は
学
校
に

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
？
」
と
い
う
文
章
を
読
ん
で
、
あ
る
決
心
を
す
る
。

即
ち
、
浦
さ
ん
は
千
樫
に
成
り
変
っ
て
、
吾
良
の
替
わ
り
の
子
供
を
産
も
う

と
決
心
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
千
樫
は
喜
ん
で
浦
さ
ん
に
協
力
す
る
と
い
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う
。
こ
の
浦
さ
ん
を
支
援
す
る
千
樫
の
行
動
は
、
不
条
理
に
対
し
て
一
致
協

力
し
て
立
ち
向
か
う
姿
勢
と
連
帯
意
識
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
も
、
千
樫

の
形
象
の
上
に
、
も
う
一
人
の
女
性
像
（
浦
さ
ん
の
形
象
）
が
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
未
来
の
希
望
を
托
さ
れ
た
の
は
、
千
樫
と
浦
さ

ん
と
い
う
魅
力
あ
る
女
性
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
、
物
語
は
示
唆
し
て
い
る

し
た
が
っ
て
、
「
薬
』
と
『
取
り
替
え
子
』
に
は
二
つ
の
共
通
点
が
あ
る
□

ま
ず
、
物
語
の
視
点
が
男
性
の
視
点
か
ら
女
性
の
視
点
に
転
換
す
る
こ
と
、

次
に
、
二
人
の
女
性
の
関
心
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
。
『
薬
』
に
お
い
て
は
、

二
人
と
も
息
子
を
失
っ
た
老
女
で
、
「
取
り
替
え
子
」
で
は
、
吾
良
の
再
来

を
願
う
二
人
の
女
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
女
ら
は
共
通
の
悲
し
み
に

よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
叙
述
著
Ⅱ
焦
点
主
体
」
は

千
樫
を
通
し
て
、
一
人
の
女
性
像
を
描
き
だ
す
と
同
時
に
、
も
う
一
人
の
女

性
像
（
浦
さ
ん
）
を
も
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
江
が
こ
の

方
法
を
取
り
入
れ
た
の
は
、
二
人
の
人
物
の
内
向
を
承
れ
合
わ
せ
て
拙
き
出

せ
る
か
ら
で
あ
る
。
相
違
点
は
、
『
薬
』
の
人
物
は
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
る

の
か
が
分
明
で
は
な
い
が
、
「
取
り
替
え
子
」
の
人
物
は
こ
れ
か
ら
も
積
極

的
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
机
違
は
両
作
舳

の
主
題
の
表
現
と
二
人
の
創
作
思
想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
魯

迅
の
創
作
思
想
は
「
啓
蒙
主
義
」
的
で
、
創
作
材
料
を
「
た
い
て
い
病
態
社

会
に
い
る
不
幸
な
人
々
か
ら
選
ん
で
い
る
。
そ
の
意
図
は
病
態
の
社
会
を
褐

へ
Ｆ
｝

出
し
、
そ
れ
を
治
癒
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」
大
江
の
創
作
思
想
は

個
人
的
な
救
済
か
ら
社
会
的
な
救
済
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

小
説
と
い
う
芸
術
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
だ
け
で
は
十

分
に
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
作
家
は
面
接
に
言
え
な
い
自
分

の
思
想
を
間
接
的
に
、
遠
凹
し
に
表
現
す
る
し
か
な
い
。
そ
う
い
う
遠
川
し

の
言
い
方
が
、
小
説
の
文
体
に
堆
命
力
と
美
し
さ
を
与
え
る
。
こ
う
し
て
、

言
語
の
歴
史
変
遷
の
中
で
、
多
く
の
言
語
は
象
徴
的
な
意
味
を
獲
得
し
て
い

る
口
作
家
は
そ
れ
を
駆
使
し
て
、
蒋
通
に
「
触
れ
得
ぬ
も
の
．
見
え
な
い
も

一
一
卜
｜
｜

の
．
実
体
な
き
も
の
を
、
日
に
見
え
る
感
覚
的
な
言
い
方
で
表
現
す
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
、
事
柄
を
詩
的
で
鮮
や
か
に
一
邪
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、

文
学
作
Ｍ
に
お
い
て
、
作
家
が
し
ば
し
ば
「
花
」
に
特
別
な
醐
意
を
与
え
て

い
る
《
「
薬
』
と
「
取
り
替
え
子
」
は
叙
事
言
語
に
お
い
て
は
、
と
も
に

「
花
」
と
い
う
象
徴
物
の
寓
意
を
用
い
て
、
形
象
的
に
作
者
の
独
特
な
思
想

を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
取
り
替
え
子
』
で
は
、
物
語
の
終
卓
に
至
る
と
、
鮮
や
か
な
薔
薇
の

「
花
」
が
二
つ
の
場
面
に
出
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
。

（
１
）
一
度
Ｈ
は
豊
作
を
象
徴
し
て
い
る
。
永
年
に
わ
た
っ
て
拝
良
が
古
義

人
の
家
に
来
な
か
っ
た
。
が
、
映
画
不
況
の
際
、
今
度
は
吾
良
が
古
義
人
に

会
う
だ
け
の
目
的
で
訪
ね
て
き
た
。
三
人
は
古
義
人
の
書
斎
で
ム
ジ
ー
ル
の

小
説
『
特
性
の
な
い
男
」
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
拝
良
が
「
ム
ジ
ー
ル
の
戯

写
真
の
あ
つ
か
い
が
面
白
い
装
飾
を
調
べ
て
み
た
後
、
窓
の
外
に
目
を
や
っ

て
、
紅
葉
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
ハ
ナ
ミ
ズ
キ
や
、
濃
い
赤
の
花
を
つ
け

て
い
る
秋
咲
き
の
祷
薇
を
眺
め
て
い
た
。
」
そ
の
う
ち
、
蒋
良
は
「
ｌ
き

三
、
叙
事
言
語
の
象
徴
性
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み
が
『
特
性
の
な
い
男
」
を
最
初
に
読
ん
で
い
た
の
は
、
ア
ヵ
リ
君
の
生
ま

れ
た
年
あ
た
り
だ
っ
た
ろ
う
？
こ
の
書
き
方
で
な
ら
、
こ
れ
ま
で
書
け
な
か

っ
た
主
題
に
つ
い
て
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
き
み
が
い
っ

た
の
を
覚
え
て
る
よ
。
し
か
し
、
き
み
は
書
か
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
き
み

が
そ
の
表
現
ス
タ
イ
ル
を
発
見
し
て
く
れ
る
の
を
望
む
よ
。
そ
れ
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
、
お
れ
た
ち
共
通
の
表
現
な
ん
だ
ろ
う
か
ら
」
と
言
っ
た
。

「
ｌ
吾
良
に
と
っ
て
の
、
ｎ
分
の
表
現
と
い
え
ば
、
映
画
の
、
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
」
と
千
樫
の
質
問
に
対
し
て
、
「
ｌ
い
や
、
い
や
、
そ
れ
ほ

ど
単
純
で
も
な
い
さ
、
と
吾
良
は
い
っ
て
、
窓
の
向
こ
う
に
ゆ
っ
く
り
揺
れ

て
い
る
、
格
段
に
茎
の
長
い
秋
咲
き
の
薔
薇
を
見
守
っ
た
。
」
（
小
説
、

勺
い
つ
⑳
ゐ
つ
己

こ
の
薔
薇
の
「
花
」
の
象
徴
的
な
意
味
に
つ
い
て
、
ま
ず
『
特
性
の
な
い

男
』
の
物
語
内
容
を
通
し
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
小
説
に
つ
い
て
、
主
に
第

三
部
の
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
と
ア
ガ
ー
テ
と
の
間
の
「
聖
化
さ
れ
た
会
話
」
を
通
し

て
、
実
現
さ
れ
て
い
く
「
他
の
状
態
」
に
注
目
に
し
た
い
。
主
人
公
の
ウ
ル

リ
ッ
ヒ
は
母
の
若
死
の
た
め
、
幼
い
時
か
ら
父
親
の
手
で
育
て
ら
れ
た
と
は

い
え
、
実
際
に
は
寄
宿
学
校
に
預
け
ら
れ
た
の
で
、
妹
の
ア
ガ
ー
テ
と
は
ほ

と
ん
ど
一
緒
に
暮
ら
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
る
日
父
が
死
に
、
二
人
は

と
も
に
故
郷
の
ウ
ィ
ー
ン
に
戻
っ
て
父
の
葬
式
を
行
う
。
そ
れ
か
ら
ウ
ィ
ー

ン
に
お
い
て
、
二
人
は
協
力
し
合
っ
て
、
ウ
ル
ヒ
ッ
ヒ
の
情
熱
的
な
目
標
に

な
っ
て
い
た
「
他
の
状
態
」
を
探
求
す
る
。
二
人
の
試
み
は
バ
ー
ガ
の
表
現

「
可
能
な
も
の
の
極
限
へ
の
旅
」
で
、
「
周
縁
的
状
態
」
と
い
う
。
ま
た
、
こ

の
生
活
を
「
千
年
王
国
の
旅
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
だ
が
、
二
人
の
生
活
は

世
間
と
無
関
係
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
日
常
生
活
の
中
で
、
友
人
や
そ
の

他
の
要
素
が
介
入
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
〃
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
庭
園
を
外

か
ら
囲
む
「
鉄
格
子
」
と
言
う
記
号
は
、
二
人
の
生
活
を
外
部
の
世
界
と
隔

て
る
と
同
時
に
結
合
さ
せ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
ま
た
、
も
し

「
庭
剛
の
世
界
」
が
「
他
の
状
態
」
だ
と
す
れ
ば
、
「
外
部
の
世
界
」
は
「
現

実
の
状
態
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
「
鉄
格
子
」
は
二
つ
の
世
界

の
問
に
あ
る
境
界
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
「
取
り
枠
え
子
一
に
お
い
て
は
、
「
お

れ
は
向
こ
う
側
に
移
行
す
る
、
し
か
し
、
き
み
と
の
交
信
を
断
つ
の
じ
や
な

い
」
と
丹
良
が
一
言
っ
て
、
古
愛
人
に
川
亀
シ
ス
テ
ム
と
録
青
し
た
テ
ー
プ
を

残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
し
評
良
の
い
う
「
向
こ
う
側
」
の
世
界
が
、

「
他
の
状
態
」
だ
と
す
れ
ば
、
残
さ
れ
た
古
義
人
の
世
界
は
現
実
の
状
態
だ

と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
「
Ⅲ
亀
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
媒
介
を
通
し
て
、

「
彼
岸
」
と
「
此
岸
」
を
結
び
つ
け
、
彼
ら
を
現
実
の
世
界
か
ら
、
理
想
の

世
界
へ
と
導
く
も
の
だ
と
、
蝿
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
蕎
薇
の

「
花
」
は
、
「
鉄
格
子
」
と
「
川
亀
シ
ス
テ
ム
」
を
蕊
ね
合
わ
せ
、
吾
良
の
映

画
と
古
溌
人
の
小
説
と
を
、
芸
術
へ
の
最
高
レ
ベ
ル
に
達
成
で
き
る
、
「
豊

作
」
の
象
徴
物
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
、
二
度
Ⅱ
は
明
る
い
未
来
を
象
徴
し
て
い
る
。
吾
良
が
ｎ
殺
し
た

後
、
生
前
の
彼
が
ド
イ
ツ
の
国
際
映
阿
祭
で
知
り
合
っ
た
「
愛
人
」
浦
さ
ん

が
日
本
へ
や
っ
て
き
た
。
彼
女
は
千
樫
の
家
を
訪
れ
る
と
き
、
柔
ら
か
い
布

地
の
ク
リ
ー
ム
色
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
満
て
、
可
愛
ら
し
い
縞
の
ピ
ン
ク
の
蕎

薇
」
を
抱
え
て
、
安
定
し
た
歩
き
ぶ
り
で
上
っ
て
来
た
。
彼
女
は
最
初
に
日

本
で
他
の
男
と
の
間
に
出
来
た
子
供
を
随
胎
し
に
来
た
が
、
飛
行
機
の
中
で

五
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南
ド
イ
ツ
の
新
聞
に
載
っ
た
、
古
義
人
の
文
章
「
な
ぜ
子
供
は
学
校
に
行
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
？
」
を
読
ん
だ
。
そ
の
文
章
の
概
要
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
古
義
人
が
死
に
そ
う
な
病
気
に
な
っ
た
と
き
、
母
と
次
の
よ
う
な

会
話
を
し
た
。

「
Ｉ
も
し
あ
な
た
が
死
ん
で
も
、
私
が
も
う
一
度
、
生
ん
で
あ
げ
る
か

ら
、
大
丈
夫
。

１
．
．
．
…
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ど
も
は
、
い
ま
死
ん
で
ゆ
く
僕
と
は
違
う

子
供
で
し
ょ
う
？

ｌ
い
い
え
、
同
じ
で
す
よ
、
と
母
は
い
い
ま
し
た
。
あ
な
た
が
私
か
ら

生
ま
れ
て
、
今
ま
で
に
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
、
読
ん
だ
こ
と
、
自
分

で
し
て
き
た
こ
と
、
そ
れ
を
全
部
新
し
い
あ
な
た
に
話
す
こ
と
に
な
る
の
だ

か
ら
、
二
人
の
子
供
は
す
っ
か
り
同
じ
で
す
よ
。
」
（
小
説
、
田
星
‐
罵
逗

即
ち
、
浦
さ
ん
は
こ
の
文
章
を
読
ん
で
心
を
動
か
さ
れ
、
「
吾
良
の
稗
わ

り
の
子
供
を
産
も
う
」
と
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
古
義
人
の
母
の

よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
新
し
く
生
ま
れ
る
子
供
に
、
吾
良
が
今
ま
で
見
た
り
聞

い
た
り
し
た
こ
と
、
読
ん
だ
こ
と
を
、
全
部
話
し
て
あ
げ
る
つ
も
り
で
育
て

て
い
く
と
い
う
。
こ
う
し
て
、
小
説
の
競
後
に
、
「
あ
な
た
方
の
心
を
、
ま

だ
生
ま
れ
て
来
な
い
者
た
ち
に
向
け
て
」
、
心
の
眼
を
過
去
か
ら
未
来
に
転

じ
、
読
者
を
現
実
の
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
」
状
態
か
ら
明
る
い
未
来
へ

と
導
く
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
の
「
薔
薇
」
は
明
る
い
未
来
を
象
徴
し

て
い
る
。

『
薬
」
の
終
り
に
、
革
命
青
年
「
夏
愈
」
の
お
墓
に
「
花
」
が
象
徴
物
と

し
て
出
て
く
る
。
二
あ
れ
ｌ
あ
れ
は
、
何
で
し
ょ
う
か
？
』
華
大
婚
は
、

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

そ
の
指
さ
す
方
を
見
や
っ
た
。
視
線
は
お
の
ず
と
前
の
塚
の
上
に
お
ち
た
。

そ
の
塚
は
、
草
の
根
が
ま
だ
全
体
に
廻
ら
ず
、
赤
土
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
む

き
出
し
に
な
っ
て
い
て
、
見
苦
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
視
線
を
上
に
た
ど

っ
て
、
丹
念
に
眺
め
た
と
き
、
不
意
に
ド
キ
リ
と
な
っ
た
ｌ
あ
き
ら
か
に
、

赤
や
白
の
花
の
輪
が
、
円
錐
形
の
塚
の
頂
を
と
り
か
こ
ん
で
咲
い
て
い
る
で

は
な
い
か
。
」

こ
の
「
花
」
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
様
々
な
説
が
あ
る
。

芦
今
は
「
だ
れ
か
が
革
命
先
烈
を
祭
殿
す
る
た
め
に
、
花
を
献
げ
る
ひ
と
が

い
る
の
は
、
後
継
者
が
い
る
の
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
革
命
の
前
途
が

一
冊
一

明
る
い
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
」
と
言
う
。
こ
れ
に
反
対
す
る
見
解
も
あ

る
。
「
こ
の
よ
う
な
解
読
は
、
魯
迅
が
小
説
に
寄
与
し
、
深
く
感
嘆
し
た
先

覚
者
と
観
客
と
の
間
に
あ
る
巨
大
な
溝
が
、
楽
観
主
義
に
簡
単
に
す
り
変
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
陰
冷
で
凄
惨
な
る
絶
望
が
た
だ
の
一
つ
の
花
の
輪

一
劃
｝

で
解
け
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
」
鎧
後
に
、
大
江
の
読
み
を
見
て
み

よ
う
。
「
魯
迅
の
「
薬
』
で
は
、
無
実
の
罪
で
殺
さ
れ
、
そ
の
血
が
饅
頭
を

赤
く
そ
め
て
病
気
の
子
供
の
薬
と
な
っ
た
行
年
の
墓
に
は
、
〈
ふ
っ
と
気
が

つ
く
と
、
あ
き
ら
か
に
赤
や
ｎ
の
花
の
輪
が
、
円
錐
形
の
塚
の
頂
を
と
り
か

こ
ん
で
咲
い
て
い
る
。
〉
魯
迅
が
ま
こ
と
に
不
幸
な
青
年
の
墓
に
添
え
た

く
い
わ
れ
の
な
い
花
輪
〉
が
、
荒
涼
た
る
暗
黒
の
風
景
を
、
た
ち
ま
ち
春
の

真
昼
に
か
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
お
く
っ
て
く
る
か
す
か
な
香
り

の
よ
う
な
挨
拶
の
こ
れ
は
、
や
は
り
そ
れ
を
聞
き
取
ら
ず
に
は
い
る
こ
と
が

（
訓
）

で
き
な
い
。
」

こ
の
三
人
の
解
釈
の
中
に
、
私
は
や
は
り
大
江
の
読
み
に
同
感
せ
ざ
る
を

五



得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
魯
迅
は
そ
う
単
純
に
こ
の
花
に
明
る
い
未
来
を
象

徴
さ
せ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
未
来
に
対
し
て
絶
望
し
て
い
る
の
で
も

な
い
。
こ
の
花
に
寄
与
し
た
複
雑
な
情
緒
に
つ
い
て
、
魯
迅
は
ヨ
炳
城
」

の
自
序
」
に
、
「
た
だ
、
哨
城
で
あ
る
か
ら
は
、
主
将
の
命
令
は
き
か
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
、
性
々
に
し
て
勝
手
な
曲
筆
を
弄
し

て
、
『
薬
」
の
礒
児
の
墓
に
は
い
わ
れ
の
な
い
花
輪
を
添
え
た
し
、
『
明
日
」

で
も
、
単
四
が
つ
い
に
息
子
に
会
う
夢
を
見
な
か
っ
た
、
と
は
書
か
な
か
つ

（
”
一
｝

た
の
で
あ
る
。
」
と
告
白
し
て
い
る
。
魯
迅
の
こ
の
告
白
に
対
し
て
孫
伏
薗

は
、
「
魯
迅
先
生
は
「
曲
筆
を
弄
し
て
添
え
た
」
花
輪
が
、
「
当
時
の
主
将
が
、

消
極
を
き
ら
っ
た
た
め
」
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
私
は
こ
の
花
輪
が
あ
っ
て

も
自
然
だ
と
思
う
。
愚
昧
の
群
衆
の
中
に
も
往
々
し
て
き
わ
め
て
少
数
の
比

較
的
に
清
醒
な
人
も
い
る
。
イ
エ
ス
の
十
字
架
の
下
に
た
く
さ
ん
の
人
々
が

（
型
〉

い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
「
花
輪
」
は
極
め

て
少
数
の
革
命
先
覚
者
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

『
薬
」
に
お
け
る
「
花
」
は
革
命
の
未
来
に
対
し
て
、
楽
観
で
も
な
い
が
、

絶
望
で
も
な
い
、
微
か
な
「
光
」
が
見
え
る
ぐ
ら
い
の
期
待
を
托
し
て
い
る

の
だ
と
理
解
で
き
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
分
る
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
物
語
に
お
け
る
「
花
」

は
、
共
に
明
る
い
未
来
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
相
違
点
も
あ
り
、
そ
れ
は
、

「
取
り
替
え
子
で
は
、
楽
観
的
な
「
バ
ラ
の
世
界
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

「
薬
」
で
は
暗
闇
の
中
に
見
え
る
、
微
か
な
「
光
」
ぐ
ら
い
の
も
の
だ
と
い

う
点
で
あ
る
。
ま
た
前
者
は
「
豊
作
」
の
意
味
が
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
が
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
も
単
に
未
来
に
対
す
る
見
方
が
「
楽
観
」
か
「
悲

観
」
か
の
相
違
で
は
な
く
、
や
は
り
作
者
の
文
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
認
識

に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
魯
迅
は
世
界
を
そ
の
ま
ま
見
て
い
て
、
「
出

口
な
し
」
の
「
出
口
」
を
暗
示
す
る
の
に
対
し
て
、
大
江
は
、
暗
い
世
界
の

中
に
「
ヒ
カ
リ
」
を
見
つ
け
出
し
、
明
る
い
未
来
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
大
江
の
文
学
に
対
す
る
、
こ
の
認
識
は
Ⅱ
本
の
戦
後
文

学
か
ら
受
け
継
い
だ
思
想
で
も
あ
ろ
う
。

大
江
は
大
学
の
時
代
か
ら
サ
ル
ト
ル
と
魯
迅
の
文
学
に
親
ん
で
き
た
が
、

「
取
り
祥
え
子
」
以
前
の
作
品
に
は
、
魯
迅
よ
り
サ
ル
ト
ル
の
影
響
が
大
き

か
っ
た
。
が
、
『
取
り
替
え
子
」
に
は
魯
迅
の
一
薬
」
と
の
類
似
点
が
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
以
上
の
分
析
を
通
し
て
分
る
よ
う
に
、
『
取
り
替
え

子
」
の
提
示
す
る
主
題
が
、
『
薬
」
の
主
題
と
内
在
的
に
通
底
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
従
っ
て
大
江
が
「
取
り
替
え
子
」
を
創
作
す
る
時
、
そ
の
主
題

提
示
の
必
要
上
、
「
薬
」
の
叙
法
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。両

作
品
に
は
叙
事
の
焦
点
化
弓
。
８
言
昌
ご
己
の
変
化
に
お
い
て
、
二

つ
の
類
似
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
登
場
人
物
の
対
話
に
は
共
に
限
定
的
な
内
的

視
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
者
の
価
値
を
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
に

お
い
て
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
両
作
品
の
相
違
点
は
、

人
物
の
行
動
描
写
の
場
面
に
お
い
て
、
「
薬
」
で
は
事
実
を
客
観
的
に
物
語

る
だ
け
で
、
「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
の
主
観
的
な
介
入
が
な
い
の
に
対
し

終
り
に

五
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て
、
「
取
り
替
え
子
」
で
は
そ
れ
を
報
告
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
す

る
「
叙
述
者
Ⅱ
焦
点
主
体
」
の
感
想
を
読
者
に
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

叙
事
の
構
造
の
変
化
に
お
い
て
、
両
作
品
で
は
共
に
「
二
線
構
造
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
向
作
肺
で
は
物
語
の
終
章
に
な
る
と
、
物
語
腱
開

の
視
点
が
男
性
の
視
点
か
ら
女
性
の
視
点
へ
と
転
換
さ
れ
、
さ
ら
に
一
人
の

女
性
の
視
点
か
ら
も
う
一
人
の
女
州
の
行
動
を
観
察
す
る
形
で
、
物
語
が
腱

開
し
て
い
る
。
し
か
も
「
見
る
人
」
と
「
見
ら
れ
る
人
」
と
は
、
同
じ
運
命

と
境
遇
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
方
法
は
、
双
方
の
女
性
の
心
理
深
隅

を
読
者
に
明
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
上
に
、
一
人
の
女
性
像
を
通
し
て
、
も

う
一
人
の
女
性
の
世
界
を
透
視
す
る
こ
と
も
出
来
る
。
こ
こ
で
は
同
時
に
二

人
の
人
物
像
が
描
か
れ
、
所
謂
、
一
石
二
鳥
の
効
果
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

叙
事
言
語
の
象
徴
性
に
お
い
て
、
両
作
品
で
は
ど
ち
ら
も
「
花
」
を
象
徴

物
と
し
て
用
い
、
共
に
明
る
い
未
来
を
象
徴
し
て
い
る
。
相
違
点
は
そ
の
花

に
、
魯
迅
は
微
か
な
「
光
」
が
見
え
る
ぐ
ら
い
の
期
待
を
托
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
大
江
は
未
来
に
楽
観
的
な
「
バ
ラ
の
世
界
」
を
仮
託
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
取
り
替
え
子
」
の
花
は
、
豊
作
の
意
味
も
象
徴
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
「
薬
」
の
花
に
は
そ
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
向
作
鮎
で
は
、
叙
事
の
焦
点
化
の
変
化
に
よ
っ
て
、
人
物
の

行
動
描
写
の
場
面
と
人
物
の
対
話
が
統
一
さ
れ
て
い
る
。
叙
事
と
し
て
の
構

造
変
化
を
通
し
て
社
会
問
題
を
取
り
入
れ
た
物
語
が
腱
開
さ
れ
て
い
る
。
叙

事
言
語
の
象
徴
性
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
文
字
通
り
に
表
現
で
き
な
い
も
の
を

間
接
的
に
表
し
、
小
説
の
文
体
に
生
命
力
と
美
し
さ
を
与
え
て
い
る
。
特
に

大
江
健
三
郎
と
魯
迅

こ
の
第
三
の
類
似
点
と
し
て
、
明
る
い
未
来
を
托
す
る
虚
構
の
花
（
薔
薇
と

花
輪
）
が
、
物
語
の
最
後
に
添
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
作
品
の
近
似

し
た
主
題
が
い
っ
そ
う
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
の
主
旨
は
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
「
死
者
の
死
」
を
生
き
て
い
る
人
々
の
心
で
「
追
憶
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
の
死
を
忘
れ
ず
に
、
明
る
い
未
来
の
創
造
へ
活

か
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
三
者
は
互
い
に
統
一
し
、
融
合
し
て
、
作

舳
全
体
の
幣
合
性
を
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
を
通
し
て
分
る
よ
う
に
、
間
作
砧
で
は
と
も
に
「
救
済
」
と

い
う
テ
ー
マ
を
扱
い
な
が
ら
、
暗
い
現
実
に
あ
る
、
人
間
に
と
っ
て
取
り
返

し
の
つ
か
な
い
、
「
死
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
、
魯
迅
は
絶
望
的
な
現
実
を

そ
の
ま
ま
正
視
し
、
客
観
的
に
叙
述
し
な
が
ら
、
未
来
を
展
望
す
る
。
大
江

は
暗
闇
の
世
界
か
ら
光
を
見
つ
け
出
し
、
明
る
い
未
来
を
切
り
開
こ
う
と
す

る
の
で
あ
る
《
』

注
亜

（
１
）
大
江
健
三
郎
「
北
京
講
演
二
○
○
○
」
二
鎖
国
し
て
は
な
ら
な
い
」
講

談
社
、
二
○
○
○
・
十
二
、
胃
匡

（
２
）
大
江
健
三
郎
「
日
本
文
学
は
世
界
文
学
た
り
う
る
か
？
」
二
北
京
日
本

学
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
二
○
○
○
・
九
）
、
罰

（
３
）
看
る
に
忍
び
ん
や
、
朋
輩
の
新
鬼
と
な
る
を
、
怒
り
て
刀
叢
に
向
い
、

小
詩
を
寛
む
、
吟
じ
罷
り
て
眉
を
低
く
す
れ
ど
も
、
写
す
に
所
な
し
、
月

光
は
空
し
く
消
衣
を
照
ら
す
。

（
４
）
大
江
健
三
郎
「
想
像
力
の
世
界
と
は
な
に
か
？
」
（
「
核
時
代
の
想
像
力
」

五
五



（
９
）
前
掲
（
８
）
に
同
じ
。

（
皿
）
孫
伏
薗
「
談
〈
薬
〉
ｌ
記
念
魯
迅
先
生
」
（
〈
民
間
〉
半
月
刊
・
北

平
、
第
三
巻
第
十
三
期
、
一
九
三
六
・
十
二

（
ｕ
）
大
江
健
三
郎
、
井
上
ひ
さ
し
、
小
森
陽
一
対
談
「
大
江
健
三
郎
の
文
学

ｌ
作
家
前
夜
か
ら
最
新
作
「
取
り
替
え
子
」
ま
で
」
言
す
ば
る
」
二
○

（
８
）
鵺
雪
峰
一

八
○
・
二
、

新
潮
選
書
、
一
九
九
十
五
・
三
）
、
や
画
恩

（
５
）
大
江
健
三
郎
「
中
野
重
治
と
「
梨
の
花
」
の
文
章
」
（
「
持
続
す
る
志
」

講
談
社
、
一
九
九
一
・
一
二
、
里
目
）

（
６
）
矛
盾
「
鼓
吹
集
」
（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
十
九
年
、
北
京
）
、
国
路

（
７
）
レ
オ
ン
・
サ
ー
メ
リ
ア
西
前
孝
監
訳
「
小
説
の
技
法
ｌ
視
点
・

物
語
・
文
体
」
（
旺
史
社
、
一
九
九
十
四
・
四
）
、
国
金

（
８
）
鵺
雪
峰
「
魯
迅
の
文
学
道
路
・
論
文
集
」
（
湖
南
人
民
出
版
社
、
一
九

○
一
・
三
）
、
勺
画
急

（
吃
）
前
掲
（
７
）
に
同

（
過
）
層
華
鵬
、
範
伯
註

一
九
七
八
年
・
第
叩

（
肥
）
加
賀
乙
彦
「
そ
の
あ
と
の
大
江
健
三
郎
ｌ
「
言
い
難
き
嘆
き
も
て
」

と
「
鎖
国
し
て
は
な
ら
な
い
」
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
群
像
」
二
○
○
二
・
二
）
、

勺
い
つ
一

を
読
む
」
二
文
芸
界
」
＋

（
焔
）
前
掲
（
Ｂ
）
に
同
じ
。

（
Ｍ
）
川
本
三
郎
「
芸
術
家
の
自
死
と
再
生
１
大
江
健
三
郎
「
取
り
替
え
子
」

を
読
む
」
二
文
芸
界
」
文
芸
春
秋
、
二
○
○
一
・
二
）
、
思
急

前
掲
（
７
）
に
同
じ
。

層
華
鵬
、
範
伯
群
「
〈
薬
〉
ｌ
魯
迅
小
説
研
究
之
こ

勺
」
今
四

第
四
期
）

（
『
文
学
評
論
」

（
Ⅳ
）
魯
迅
「
南
腔
北
調
集
」
（
人
民
出
版
社
）

（
肥
）
前
掲
（
７
）
に
同
じ
。
閨
ご

〈
岨
）
戸
今
ヨ
炳
嘘
」
論
」
（
映
西
人
民
出
版
社
、
一
九
九
六
・
九
）
、
勺
お

（
卯
）
（
中
国
現
代
文
学
研
究
業
刊
、
作
家
出
版
社
）
、
四
ｓ

（
皿
）
前
掲
（
５
）
に
同
じ
。

（
空
魯
迅
「
哨
城
」
序
、
ｐ
６
頁

（
羽
）
前
掲
（
皿
）
に
同
じ

（
か
く
．
し
ふ
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

五

六


