
一

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
家
」

1

序　
　

論

『
赤
い
繭
』（「
人
間
」
１
９
５
０
．
12
）
は 

第
二
回
「
戦
後
文
学
賞
」
を
受
賞
し
た

ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
の
初
期
の
代
表
作
と
し
て
、
文
学
界
の
注
目
を
浴
び
た
。
こ

れ
ま
で
に
数
々
の
『
赤
い
繭
』
論
、
ま
た
、『
赤
い
繭
』
を
中
心
と
し
た
安
部
公
房
の

初
期
作
品
論
が
書
か
れ
て
い
る
が
、「
家
」
を
研
究
テ
ー
マ
に
し
た
論
説
は
ま
だ
少
な

い
。
作
品
の
最
初
か
ら
主
人
公
の
「
お
れ
」
が
痛
切
に
「
日
が
暮
れ
か
か
る
。
人
は

ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
と
き
だ
が
、
お
れ
に
は
帰
る
家
が
な
い
」、
と
い
う
境
遇
に
悩
ん
で
い

る
の
は
何
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、「
お
れ
」
が
悩
ん
で
い
る
「
家
」
は
、
一

見
単
な
る
空
間
的
な
「
家
」
に
対
す
る
不
安
に
見
え
る
が
、作
品
の
全
体
を
読
む
と
、

決
し
て
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作
品
の
書
き
出
し
で
、
作
者
は
わ
ざ

と
「
ね
ぐ
ら
」
と
「
家
」
を
使
い
分
け
て
、
読
者
に
何
か
を
伝
え
よ
う
と
し
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、『
赤
い
繭
』
に
扱
わ
れ
て
い
る
「
家
」
は
、

人
間
存
在
の
根
源
的
な
問
題
で
あ
り
、一
個
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、想
像
力
に
よ
っ

て
再
現
さ
れ
た
、
詩
的
創
造
の
産
物
で
あ
る
。

『
赤
い
繭
』
に
関
す
る
代
表
的
な
論
説
を
挙
げ
れ
ば
、お
よ
そ
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
高
野
斗
志
美
は
、「『
赤
い
繭
』
の
、
家
を
も
た
ぬ
『
お
れ
』
と
は
、
じ
つ

は
、
存
在
の
根
拠
を
決
定
的
に
う
ば
い
と
ら
れ
て
、
戦
後
に
追
放
さ
れ
た
、
安
部
公

房
の
、
不
可
能
の
意
識
を
そ
の
原
型
に
持
っ
て
い
る①
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
見

解
は
、「
家
」
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
敗
に
よ
っ
て
「
存
在
の
根
拠
を
う
ば
い
と

ら
れ
」
た
も
の
の
「
意
識
」
と
し
て
読
み
取
る
、
大
変
興
味
深
い
解
釈
で
あ
る
。
私

は
、
こ
の
「
お
れ
」
と
「
家
」
と
の
関
係
を
、
現
在
で
は
ど
の
よ
う
に
読
め
る
か
に

注
目
し
た
い
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
は
、
現
代
人
に
置
か
れ
た
存
在
状
況
の
視
点
か
ら
、
次
の
よ

う
に
読
み
取
っ
て
い
る
。「
こ
の
物
語
か
ら
作
者
は
、
一
個
の
中
心
的
メ
タ
フ
ァ
ー
の

ま
わ
り
に
小
説
を
築
い
て
ゆ
く
と
い
う
技
法
に
よ
っ
て
、
統
一
性
を
も
っ
た
、
緊
密
な

構
成
を
そ
な
え
た
作
品
を
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
。自
分
の
家
を
探
し
求
め
る
主
人
公

自
身
が
、社
会
の
中
に
自
分
の
場
所
を
得
よ
う
と
す
る
人
間
一
般
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
社
会
（
彼
を
追
い
立
て
る
女
と
警
官
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
）
が
、非
人

間
化
さ
れ
、
い
つ
わ
り
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、『
場
所
』
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、

真
の
自
我
を
失
う
と
い
う
犠
牲
を
は
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ②
」。
こ
の
指
摘
は

卓
見
で
あ
る
。
第
一
に
、「
自
分
の
家
を
探
し
求
め
る
主
人
公
自
身
が
、
社
会
の
中
に

自
分
の
場
所
を
得
よ
う
と
す
る
人
間
一
般
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
」こ
と
。
第
二
に
、

そ
の
「
場
所
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
真
の
自
我
を
失
う
と
い
う
犠
牲
を
は
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
。
こ
の
二
点
は
、
現
代
人
の
置
か
れ
た
存
在
状
況
を
生
き

生
き
と
呈
示
し
て
い
る
。

田
中
裕
之
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
お
れ
」
を
、
普
遍
化
さ
れ
た
〈
家
の
な
い
プ
ロ
レ

タ
リ
ア③
〉
と
「
故
郷④
」
喪
失
者
と
し
て
見
る
論
説
を
認
め
た
う
え
で
、
自
ら
の
見
解

を
展
開
し
て
い
る
。
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こ
の
「
繭
」
の
生
成
は
、
家
が
欲
し
い
と
い
う
「
お
れ
」
の
願
望
の
成
就
で
は

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
、「
お
れ
」
の
既
存
の
「
故
郷
」
へ
の
帰
属
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
「
お
れ
」
は
、
故
郷
へ
の
帰
属
を
求
め
て
い
た
。

し
か
し
、「
お
れ
」
は
こ
れ
ま
で
、「
彼
」
の
言
葉
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性

を
決
定
的
に
否
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
な
に
よ
り
も
、「
お
れ
」
が
「
繭
」

に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、「
お
れ
」
が
路
上
に
お
い
て
、
既
存
の
「
故
郷
」
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
ま
ま
で
、家
そ
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
繭
」

と
化
し
た
段
階
の
「
お
れ
」
は
、
決
し
て
、「
女
」
や
「
彼
」
に
属
し
て
い
る

「
故
郷
」
に
帰
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
の
こ
こ
ま
で

の
展
開
か
ら
、
国
家
な
ど
の
共
同
体
に
帰
属
す
る
こ
と
は
自
己
喪
失
を
も
た
ら

す
、
と
い
っ
た
主
題
を
読
み
取
る
の
は
、
当
を
得
て
い
ま
い
。（
中
略
）『
赤
い

繭
』
に
即
し
て
い
え
ば
、
歩
き
回
る
と
い
う
行
為
で
示
さ
れ
て
い
た
主
体
的
な

行
動
を
失
う
こ
と
な
く
、
そ
の
方
向
性
を
変
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い⑤
。

こ
の
読
み
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
自
己
喪
失
」
と
い
う
見
解
に
反
対
し
て
、「
お
れ
」
が

主
体
的
に
未
来
へ
向
か
っ
て
行
動
す
る
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
る
の
が
分
か

る
。森

川
達
也
は
、「
こ
の
作
品
の
生
命
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、『
赤
い
繭
』
そ
の
も
の

が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
、
に
あ
る⑥
。」
と
力
説
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
で

は
、そ
の
「『
赤
い
繭
』
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
」
と
は
具
体
的
に
何
の

イ
メ
ー
ジ
な
の
か
。
こ
の
点
は
、
不
明
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
田
中
裕
之
は
、「
暗
闇
の
中
で
、『
内
側
か
ら
照
ら
す
』
光
に
よ
っ
て
た
だ
一
つ

自
ら
光
る
『
繭
』
の
『
赤
』
は
、『
自
分
独
り
の
昼
』
を
表
す
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
自
分
独
り
の
昼
」
と
は
何
か
は
な
お
具
体
的
に

明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
よ
う
な
「
赤
い
繭
」
論
の
現
況
の
中
で
、
本
論
文
は
ま
ず
、「
ね
ぐ
ら
」
と

「
家
」
と
の
微
妙
な
違
い
に
注
目
し
、メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
「
家
」
を
テ
ー
マ
に
検

討
し
た
い
。
そ
し
て
、一
種
の
変
身
物
語
と
し
て
の
「
赤
い
繭
」
を
、カ
フ
カ
の
『
変

身
』
と
比
べ
な
が
ら
、
両
者
の
間
に
、
物
語
手
法
や
芸
術
効
果
な
ど
の
面
に
お
い
て
、

ど
ん
な
違
い
が
あ
る
の
か
を
探
っ
て
み
る
。
ま
た
、
安
部
の
初
期
作
品
の
中
に
は
い

く
つ
か
の
変
身
物
語
が
あ
る
。
例
え
ば
、『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』や『
魔
法
の
チ
ョ
ー

ク
』
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
変
身
物
語
の
中
で
、『
赤
い
繭
』
は
ど
の
よ
う
な
位
置

付
け
が
で
き
る
の
か
。
さ
ら
に
、
安
部
の
代
表
作
『
砂
の
女
』
と
ど
ん
な
関
係
が
あ

る
の
か
も
視
野
に
入
れ
て
探
求
し
て
み
た
い
。

外
に
向
け
た
変
形
と
変
貌
へ
の
欲
望

森
川
達
也
は
『
赤
い
繭
』
を
、「
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
こ
め
た
寓
話
的
な
手

法
に
よ
っ
て
、
現
代
の
人
間
の
置
か
れ
た
状
況
を
描
き
出
し
た
短
編
だ⑦
」
と
高
く
評

価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
卓
見
で
あ
り
、
我
々
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ

る
。
た
だ
し
、こ
の
作
品
の
「
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
こ
め
た
寓
話
的
な
手
法
」

と
は
ど
の
よ
う
な
手
法
な
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
「
現
代
の

人
間
の
置
か
れ
た
状
況
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
具
体
的
に
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
私
は
「
家
」
と
い
う
空
間
の

寓
意
に
注
目
し
、
現
代
人
の
生
存
状
況
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、
小
説
の

書
き
出
し
を
見
て
み
よ
う
。

日
が
暮
れ
か
か
る
。
人
は
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ
と
き
だ
が
、
お
れ
に
は
帰
る
家
が
な

い
。
お
れ
は
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
目
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
つ
づ
け
る
。
街
中

こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が
一
軒
も
な
い
の
は
何

故
だ
ろ
う
？
…
…
と
、
何
万
遍
か
の
疑
問
を
、
ま
た
繰
り
返
し
な
が
ら
。
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こ
れ
を
読
ん
で
我
々
の
眼
の
前
に
浮
か
ん
で
く
る
風
景
は
、
大
都
会
の
六
時
か
七
時

頃
に
、
大
勢
の
人
々
が
仕
事
を
終
え
、
急
い
で
家
へ
帰
る
雑
沓
で
あ
る
。
そ
の
時
、

大
勢
の
人
々
の
な
か
に
、「
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
目
を
ゆ
っ
く
り
歩
き
」
な
が

ら
、「
街
中
こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が
一
軒
も
な
い
の

は
何
故
だ
ろ
う
？
」、
と
い
う
疑
問
を
抱
く
人
は
、
現
代
中
国
で
は
少
な
く
な
い
だ
ろ

う
。
即
ち
、
こ
こ
で
作
者
は
「
お
れ
」
の
心
象
風
景
に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
に
お

け
る
外
地
か
ら
都
会
に
流
入
し
た
ば
か
り
の
人
々
の
深
層
心
理
を
リ
ア
ル
に
再
現
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
同
時
に
、「
お
れ
」
が
探
し
求
め
る
「
家
」
に
は
、
多

義
的
な
意
味
が
あ
る
。

「
家
」
の
多
義
性
。
主
人
公
の
「
お
れ
」
は
、
死
に
そ
う
に
文
句
を
呟
き
な
が
ら
、

縄
の
誘
い

―
「
兄
弟
、
休
も
う
よ
」

―
に
対
し
て
は
っ
き
り
拒
絶
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
こ
こ
で
の
「
休
も
う
よ
」
と
い
う
言
葉
が
、
死
を
暗
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、

「
お
れ
」
は
「
何
故
お
れ
の
家
が
な
い
の
か
」
と
い
う
こ
と
の
理
由
が
納
得
で
き
な
い

限
り
、
絶
対
に
死
に
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
中
で
、
作
者
は
わ
ざ
と
「
ね

ぐ
ら
」
を
「
家
」
に
言
い
換
え
た
り
、「
家
が
な
い
の
で
は
な
く
、
単
に
忘
れ
て
し

ま
っ
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
強
調
し
た
り
し
て
、
そ
の
「
家
」
に
多
重
な

意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
空
間
の
詩
学
』
で
「
家
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
、
家
が
、
人
間
の
思
想
や
思
い
出
や
夢
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
大

き
な
統
合
力
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
し
め
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統
合

に
お
け
る
統
合
原
理
は
夢
想
で
あ
る
。
過
去
、
現
在
、
未
来
は
家
に
さ
ま
ざ
ま

な
活
力
を
あ
た
え
る
。
人
間
の
生
に
お
い
て
は
、
家
は
偶
然
性
を
し
め
だ
し
、

連
続
性
に
い
っ
そ
う
の
考
慮
を
は
ら
わ
せ
る
。も
し
も
家
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

人
間
は
散
乱
し
た
存
在
と
な
る
だ
ろ
う
。
天
の
雷
雨
に
も
、
生
の
雷
雨
に
も
め

げ
ず
、
家
は
人
間
を
さ
さ
え
ま
も
る
。
家
は
肉
体
と
た
ま
し
い
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
最
初
の
世
界
な
の
だ⑧
。

こ
の
主
張
を
要
約
す
る
と
、「
家
は
肉
体
と
た
ま
し
い
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
肉
体
」
の
「
家
」
は
人
間
が
住
む
空
間
で
あ
る
の
に
対
し

て
、「
た
ま
し
い
」
の
「
家
」
は
人
間
の
精
神
の
「
故
郷
」
で
あ
る
。
も
っ
と
わ
か
り

易
く
言
え
ば
、
前
者
は
「
天
の
雷
雨
に
も
、
生
の
雷
雨
に
も
め
げ
ず
」、「
人
間
を
さ

さ
え
ま
も
る
」
存
在
で
あ
り
、
後
者
は
人
間
の
生
に
お
い
て
「
過
去
、
現
在
、
未
来

に
さ
ま
ざ
ま
な
活
力
を
あ
た
え
」、
人
間
に
夢
を
見
さ
せ
る
存
在
で
あ
る
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
「
も
し
も
家
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
間
は
散
乱
し
た
存
在
と
な
る
だ
ろ

う
。」
と
断
定
す
る
が
、主
人
公
の
「
お
れ
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
に
生
き
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
貧
窮
に
く
れ
た
「
お
れ
」
が
歩
き
な
が
ら
、「
家
」
を
探
し
求
め

る
行
為
は
、
日
常
性
の
中
に
日
常
性
を
超
え
て
行
く
契
機
を
発
見
す
る
努
力
の
姿
勢

で
あ
る
。

「
ね
ぐ
ら
」
か
ら
「
家
」
へ
の
変
貌
。「
日
が
暮
れ
か
か
る
。
人
は
ね
ぐ
ら
に
急
ぐ

と
き
だ
が
、
お
れ
に
は
帰
る
家
が
な
い
」
と
い
う
表
現
を
読
む
と
、
す
ぐ
に
「
ね
ぐ

ら
」
と
い
う
言
葉
に
惹
か
れ
る
。
そ
こ
で
、「
ね
ぐ
ら
」
を
辞
書
で
引
く
と
、「（
1
）

鳥
の
寝
る
と
こ
ろ
。
鳥
の
巣
。「
〜
に
帰
る
」（
2
）
転
じ
て
、
人
の
寝
る
と
こ
ろ
。

家
。」（『
大
辞
林
』、P1871

）
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
を
関
連
さ
せ
て

考
え
る
と
、
作
者
が
敢
え
て
人
間
を
鳥
の
生
息
状
況
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
代
人
の
生
存
状
況
が
あ
ら
わ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
は
「
日

が
暮
れ
か
か
る
」
時
、
鳥
さ
え
「
ね
ぐ
ら
」
に
帰
れ
る
の
に
、「
お
れ
に
は
帰
る
家
が

な
い
」
の
は
何
故
だ
ろ
う
？　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
作
者
は
「
ユ
ー
モ
ア
と
ア
イ
ロ

ニ
ー
を
こ
め
た
寓
話
的
な
手
法
に
よ
っ
て
」、
現
代
人
の
置
か
れ
た
、
厳
し
い
生
存
状

況
を
生
き
生
き
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
現
実
に
お
け
る
切
実
な
問
題
に

対
し
て
、
我
々
が
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
「
ね
ぐ
ら
」
か
ら
「
家
」
へ

の
変
貌
で
あ
る
。
か
つ
て
、人
間
に
と
っ
て
の
「
家
」
は
、「
ね
ぐ
ら
」
で
あ
り
、「
人
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の
寝
る
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、農
耕
社
会
か
ら
現
代
文
明
社
会
に
至
っ
て
、

「
家
」
の
意
義
は
大
き
く
変
質
し
た
。
特
に
、貧
富
の
差
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
り
つ

つ
あ
る
現
在
の
競
争
社
会
に
お
い
て
は
、富
の
分
配
は
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
金
持
ち
に
と
っ
て
「
家
」
は
富
や
地
位
を
表
す
象
徴
物
で
、
彼

ら
は
豪
華
な
「
家
」
だ
け
で
な
く
、別
荘
ま
で
持
っ
て
い
る
の
に
、貧
乏
人
に
は
「
ね

ぐ
ら
」（
＝
寝
る
と
こ
ろ
）
さ
え
な
い
。
そ
こ
で
、「
お
れ
」
は
さ
ら
に
現
代
人
の
生
存

状
況
を
追
求
す
る
。「
夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
休
む
た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ
な
い

か
」。
こ
の
「
お
れ
」
の
悲
鳴
は
、こ
だ
ま
の
よ
う
に
我
々
の
心
に
響
い
て
く
る
の
で

は
な
い
か
。
現
在
の
わ
が
国
で
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
外
地
か
ら
大
都
会
に
流
入
し

た
ば
か
り
の
若
者
た
ち
が
、「
お
れ
」
の
悲
鳴
に
共
鳴
す
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
次

の
よ
う
な
人
々
は
「
お
れ
」
と
同
様
な
悲
鳴
を
上
げ
る
に
違
い
な
い
。

「
農
民
工
」。
こ
の
言
葉
は
高
度
経
済
成
長
の
産
物
で
あ
る
。
彼
ら
（
彼
女
ら
）
は
都

会
で
、「
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ　

風
ニ
モ
マ
ケ
ズ　

雪
ニ
モ
夏
の
暑
サ
ニ
モ
マ
ケ
ヌ
」（
宮

沢
賢
治
）
ぐ
ら
い
懸
命
に
働
き
、数
多
く
の
高
層
ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
を
建
て
て
い
る

の
に
、
彼
ら
の
住
め
る
「
家
」
は
一
軒
も
な
い
。
夜
に
な
る
と
、
彼
ら
は
町
の
ど
こ

か
で
テ
ン
ト
を
張
っ
て
、
大
勢
の
人
々
が
一
緒
に
寝
る
し
か
な
い
。
寒
い
夜
中
に
、

彼
ら
は
テ
ン
ト
の
外
で
小
便
を
す
る
時
、
周
り
の
高
層
ビ
ル
を
眺
め
な
が
ら
、
お
そ

ら
く
「
お
れ
」
と
同
じ
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
夏
の
暑
さ
に
耐
え

ら
れ
ず
、
夜
空
の
星
を
眺
め
な
が
ら
、「
お
れ
」
と
同
じ
よ
う
に
「
首
を
く
く
り
た
く

な
」
る
ほ
ど
の
気
持
ち
が
涌
い
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、「
高
等
無
業
遊
民
」
と
い
う
言
葉
も
、
経
済
発
展
や
合
理
化
を
限
り
な
く
求

め
た
結
果
に
生
ま
れ
た
シ
ン
ボ
ル
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
中
国
で
は
、
か
つ
て
は
大
学

を
卒
業
す
れ
ば
職
業
に
就
く
の
は
当
た
り
前
と
思
わ
れ
た
が
、
現
在
は
大
学
生
の
就

職
難
が
極
め
て
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
厳
し
い
競
争
の
な
か
で
、
需
要
と
供
給
の
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
、数
多
く
の
大
学
生
が
「
高
等
無
業
遊
民
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

お
そ
ら
く
彼
ら
（
彼
女
ら
）
も
、大
都
会
で
「
家
と
家
と
の
間
の
狭
い
割
目
を
ゆ
っ
く

り
歩
き
」
な
が
ら
、「
街
中
こ
ん
な
に
沢
山
の
家
が
並
ん
で
い
る
の
に
、
お
れ
の
家
が

一
軒
も
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
？
」
と
悲
嘆
に
暮
れ
る
だ
ろ
う
。

町
を
さ
ま
よ
い
歩
く
浮
浪
者
。
激
し
い
競
争
の
中
で
、
何
時
の
間
に
か
社
会
か
ら

落
ち
こ
ぼ
れ
、
橋
の
下
か
公
園
の
ベ
ン
チ
を
、
自
分
の
「
ね
ぐ
ら
」
に
し
た
人
も
少

な
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
貧
困
の
中
で
、「
時
た
ま
お
れ
は
錯
覚
し
た
。
工
事
場
や

材
料
置
き
場
の
ヒ
ュ
ー
ム
管
が
お
れ
の
家
だ
と
」。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
の
も
の
も

「
お
れ
の
意
志
や
関
心
と
は
無
関
係
に
そ
こ
か
ら
消
え
」
た
り
、「
お
れ
の
家
で
は
な

い
も
の
に
変
形
し
」
た
り
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
の
「
変
形
」
は
、
現
実
社
会
の
す

さ
ま
じ
い
「
変
形
」
に
対
し
、
全
然
付
い
て
行
け
な
い
「
お
れ
」
の
深
い
孤
独
や
寂

寥
、
あ
る
い
は
困
惑
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、「
お
れ
」
は
「
公
園
の

ベ
ン
チ
」
で
も
「
せ
め
て
誰
の
も
の
で
も
な
い
も
の
が
一
つ
く
ら
い
あ
っ
て
も
い
い

で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
。

で
は
、
公
園
の
ベ
ン
チ
は
ど
う
だ
。
も
ち
ろ
ん
結
構
。
も
し
そ
れ
が
本
当
に
お

れ
の
家
で
あ
れ
ば
、
棍
棒
を
も
っ
た
彼
が
来
て
追
い
た
て
さ
え
し
な
け
れ
ば

…
…
た
し
か
に
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
あ
り
、誰
の
も
の
で
も
な
い
。
だ
が
、

彼
は
言
う
。

「
こ
ら
、
起
き
ろ
。
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
ま
し

て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
歩
く
ん
だ
。」

こ
こ
で
は
、
二
点
に
注
目
し
た
い
。
第
一
に
「
お
れ
」
の
こ
と
で
あ
る
。
花
田
清
輝

が
こ
の
「
お
れ
」
を
普
遍
化
さ
れ
た
〈
家
の
な
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
〉
と
見
て
い
る
の

に
対
し
、
田
中
裕
行
は
花
田
清
輝
の
見
解
を
肯
定
し
な
が
ら
、「
そ
の
根
底
に
は
、
他

の
作
品
と
同
様
の
、『
故
郷
』
を
め
ぐ
る
安
部
の
切
実
な
問
題
意
識
が
あ
る⑨
」
と
主
張

し
て
い
る
。
こ
の
意
見
は
理
解
で
き
な
く
も
な
い
が
、
私
は
こ
の
「
お
れ
」
を
ウ
ィ
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リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
の
「
社
会
の
中
に
自
分
の
場
所
を
得
よ
う
と
す
る
人
間
一
般
の
メ

タ
フ
ァ
ー
」
と
す
る
見
解
に
賛
成
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
「
故
郷
」
の

問
題
に
関
す
る
安
部
公
房
の
次
の
発
言
に
注
目
し
た
い
。

ぼ
く
は
東
京
で
生
ま
れ
、旧
満
州
で
育
っ
た
。
し
か
し
原
籍
は
北
海
道
で
あ
り
、

そ
こ
で
も
数
年
の
生
活
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
出
生
地
、
出
身
地
、

原
籍
の
三
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
お
か
げ
で
略
歴
の
書
き

出
し
が
た
い
そ
う
む
つ
か
し
い
。
た
だ
、
本
質
的
に
、
故
郷
を
持
た
な
い
人
間

だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。
ぼ
く
の
感
情
の
底
に
流
れ
て
い
る
一
種
の

故
郷
憎
悪
も
、
あ
ん
が
い
こ
う
し
た
背
景
に
よ
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

定
着
を
価
値
付
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
ぼ
く
を
傷
つ
け
る⑩
。

即
ち
、「
本
質
的
に
、
故
郷
を
持
た
な
い
人
間
」
で
、
そ
の
う
え
「
感
情
の
底
に
流
れ

て
い
る
一
種
の
故
郷
憎
悪
」
さ
え
持
っ
て
い
る
作
者
に
は
、「
故
郷
」
探
し
の
人
間
は

考
え
に
く
い
。
そ
れ
に
、「
公
園
の
ベ
ン
チ
」
は
公
共
施
設
の
一
部
で
あ
り
、「
国
家
」

に
属
す
る
そ
の
一
部
で
も
あ
る
。
即
ち
、「
お
れ
」
は
「
国
家
」
と
い
う
組
織
の
一
員

に
な
り
た
い
の
だ
が
、
結
局
そ
こ
か
ら
「
お
れ
」
は
追
い
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

少
な
く
と
も
、
以
上
に
挙
げ
た
三
種
類
の
人
間
は
、「
国
家
」
と
い
う
組
織
の
一
員
に

な
り
た
い
と
い
う
夢
を
見
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
こ
こ
で

安
部
公
房
は
現
代
人
の
帰
属
問
題
を
問
い
詰
め
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
い
。

農
村
構
造
と
い
う
の
は
、そ
の
も
と
へ
と
人
間
の
帰
属
を
強
制
す
る
わ
け
だ
が
、

人
間
の
歴
史
は
そ
の
帰
属
を
や
わ
ら
げ
る
方
向
に
進
ん
で
き
た
。
し
か
し
最
終

の
帰
属
と
し
て
国
家
が
残
っ
た
。（
中
略
）
し
か
し
い
ま
、
そ
の
最
終
的
な
国
家

へ
の
帰
属
自
身
が
問
わ
れ
始
め
て
い
る
わ
け
だ
。
帰
属
と
い
う
も
の
に
本
当
に

と
問
い
つ
め
て
い
っ
た
ら
、
人
間
は
、
自
分
に
帰
属
す
る
以
外
に
場
所
が
な
く

な
る
だ
ろ
う⑪
。

即
ち
、
こ
の
「
公
園
の
ベ
ン
チ
」
と
は
「
国
家
」
と
い
う
組
織
に
、
自
分
の
場
所
を

得
よ
う
と
す
る
、「
お
れ
」
の
具
体
的
な
行
動
を
示
す
空
間
で
あ
る
。

第
二
に
、「
彼
」
と
は
誰
か
。「
公
園
の
ベ
ン
チ
」
は
「
み
ん
な
の
も
の
で
あ
り
、

誰
の
も
の
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
」
と
言
っ

て
、「
棍
棒
を
も
っ
」
て
「
お
れ
」
を
追
い
出
す
「
彼
」
は
、
誰
な
の
か
。
田
中
裕
之

は
、「
こ
の
『
彼
』
が
警
察
官
で
あ
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。『
お
れ
』
は
、

国
家
権
力
に
よ
っ
て
も
、『
故
郷
』
へ
の
帰
属
を
拒
否
さ
れ
る⑫
。」
と
力
説
し
て
い
る
。

こ
の
見
解
も
理
解
で
き
る
が
、こ
の
「
彼
」
は
自
我
に
対
す
る
他
者
だ
と
考
え
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、
現
実
の
状
況
を
考
え
る
と
、
そ
の
「
彼
」
は
、
公
園
の
管
理
人
な
の
か
、

そ
の
他
の
浮
浪
者
な
の
か
、ど
ち
ら
も
有
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。「
他
者
」
は
弱
々
し

い
「
お
れ
」
を
と
こ
と
ん
ま
で
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
こ
の
自
我
と
他
者
と
の
疎
外

関
係
か
ら
、
安
部
公
房
は
実
存
主
義
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
自
我
と
他
者
と
の
関
係
に
関
し
て
、
自
我
は
常
に
他
者
を
客
体
化
し
よ
う

と
す
る
と
共
に
、
自
ら
は
ど
う
に
か
し
て
他
者
の
客
体
化
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。

こ
う
し
て
、
自
我
と
他
者
は
衝
突
し
、
お
互
い
に
疎
外
関
係
に
陥
ら
せ
る
、
と
い
う

の
が
サ
ル
ト
ル
の
主
張
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
実
は
、
公

園
の
「
彼
」
だ
け
で
は
な
く
、
半
開
き
の
窓
の
「
女
」
も
、「
お
れ
」
に
対
す
る
他
者

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

母
な
る
顔
の
変
貌
。
人
間
は
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
る
前
か
ら
、
家
の
揺
籃
の
な
か

に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
「
家
」
は
暗
闇
の
母
の
子
宮
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
こ
の
世

に
生
ま
れ
た
時
、
初
め
て
目
に
付
く
の
は
、
母
親
の
笑
顔
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
人
間
は
、
そ
の
無
意
識
の
深
層
に
、
自
分
自
身
の
母
親
の
像
を
超
え
た
、
絶

対
的
な
優
し
さ
と
安
全
感
を
与
え
て
く
れ
る
、
母
な
る
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
母
親
は
、
子
供
を
生
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
子
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供
を
育
て
る
責
任
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
母
親
は
そ
の
子
供
を

育
て
る
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
と
、
自
分
と
分
離
し
た
子
供
を

―
一
体
感
を
保

持
し
て
い
る
が

―
教
育
し
、
発
達
せ
し
め
る
と
い
う
働
き
が
入
っ
て
く
る
と
、
人

間
の
母
性
は
両
面
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
子
供
に
と
っ
て
、
母
親
と
い
う

も
の
は
、
肯
定
・
否
定
の
両
面
を
持
つ
も
の
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え

ば
、
母
親
が
子
供
を
養
い
育
て
る
と
い
う
機
能
は
、
母
性
の
肯
定
的
な
面
を
示
し
て

い
る
の
に
対
し
、
母
親
が
子
供
を
切
り
離
し
て
拒
絶
す
る
と
い
う
働
き
は
、
母
性
の

否
定
的
な
面
を
表
し
て
い
る
。
即
ち
、「
人
間
が
持
つ
、
肯
定
的
な
母
性
は
、
傷
つ
い

た
人
を
癒
す
と
か
、
あ
る
人
が
仕
事
の
成
功
を
得
る
た
め
の
支
え
と
し
て
存
在
す
る

と
か
、
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
対
し
て
、
否
定
的
な
母
性
は
、
子
供
を
拒
否

す
る
と
か
、
切
り
捨
て
る
と
か
、
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い⑫
」。『
赤
い
繭
』
の
「
お
れ
」

は
、「
勇
気
を
ふ
る
っ
て
」
ド
ア
を
叩
く
の
だ
が
、「
半
開
き
の
窓
か
ら
」
表
れ
た
女

の
顔
は
、
笑
顔
か
ら
壁
に
変
貌
す
る
。
こ
の
変
貌
に
対
し
、「
お
れ
」
は
、「
あ
あ
、

こ
れ
が
女
の
笑
顔
と
い
う
や
つ
の
正
体
で
あ
る
」
と
い
う
嘆
き
を
す
る
が
、
こ
こ
で

女
の
笑
顔
の
「
正
体
」
と
は
何
か
。

女
の
笑
顔
。「
半
開
き
の
窓
か
ら
の
ぞ
い
た
親
切
そ
う
な
女
の
顔
」に
対
し
て
、「
お

れ
」
は
、「
希
望
の
風
が
心
臓
の
近
く
に
吹
き
込
」
ん
で
き
た
と
感
じ
る
。
そ
れ
で
、

「
お
れ
も
笑
っ
て
紳
士
の
よ
う
に
会
釈
し
た
」。
こ
の
「
希
望
の
風
」
は
、「
お
れ
」
が

母
な
る
も
の
の
や
さ
し
さ
に
憧
れ
て
い
る
深
層
心
理
を
表
わ
す
と
同
時
に
、
自
我
と

他
者
と
の
心
に
通
じ
合
う
そ
の
僅
か
一
瞬
へ
の
憧
憬
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で

に
一
人
の
社
会
人
に
な
っ
た
「
お
れ
」
に
対
し
て
、
母
な
る
も
の
の
現
れ
は
、
肯
定

的
な
も
の
で
は
な
く
、
否
定
的
な
も
の
と
し
て
し
か
登
場
し
な
い
。
そ
こ
で
、
女
の

笑
顔
は
次
第
に
変
わ
っ
て
い
く
。
笑
顔
か
ら
、「
こ
わ
ば
る
」
顔
、「
お
び
え
る
」
顔
、

壁
に
変
わ
っ
て
窓
を
ふ
さ
い
だ
顔
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
は
、「
お
れ
」
を
絶
望
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
母
な
る
笑
顔
の
変
貌
は
、「
お
れ
」
の
自
我
を
確
立
し
て
ゆ
く
過
程

で
あ
り
、
そ
こ
で
内
面
的
な
母
親
殺
し
が
行
わ
れ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。「
お
れ
」
を
、『
赤
い
繭
』
前
後
に
発
表
さ
れ
た
安
部
作
品
の
主

人
公
と
同
様
、「
故
郷
」
の
喪
失
者
と
し
て
み
る
こ
れ
ま
で
の
論
説
も
理
解
で
き
な
く

も
な
い
が
、
安
部
文
学
に
お
け
る
「
故
郷
」
の
真
髄
を
読
み
取
る
に
は
、
そ
の
「
故

郷
」
を
二
つ
の
意
味⑬

―
自
分
の
生
ま
れ
た
場
所
と
真
の
生
活
の
根
拠

―
に
分
け

て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
の
中
の
第
一
の
手
記

で
、
主
人
公
の
旅
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

人
間
は
生
ま
れ
故
郷
を
去
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
、
無
関
係
に
な
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
存
在
の
故
郷
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は
、

逃
げ
水
の
よ
う
に
、
無
限
に
さ
り
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
作
者
自
身
の
心
底
に
は
い
つ
も
「
生
ま
れ
故
郷
」
と
「
存
在
の
故
郷
」

が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
生
ま
れ
故
郷
」
は
、
記
憶
の
中
に
あ

る
母
親
の
「
笑
顔
」
の
よ
う
に
、
す
で
に
過
去
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
「
お
れ
」

は
そ
こ
に
戻
ろ
う
と
し
て
も
戻
れ
な
い
し
、
結
局
は
、「
笑
顔
」
か
ら
、「
こ
わ
ば
る
」

顔
、「
お
び
え
る
」
顔
、
壁
に
変
わ
っ
て
窓
を
ふ
さ
い
だ
顔
へ
と
、
変
貌
す
る
し
か
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
、「
女
の
笑
顔
と
い
う
や
つ
」
の
「
正
体
」
で
あ

る
。以

上
に
分
析
し
て
き
た
通
り
、「
生
ま
れ
故
郷
」
に
戻
る
こ
と
が
出
来
な
け
れ
ば
、

他
者
に
自
分
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
も
出
来
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
「
お
れ
」
を

「
既
成
秩
序
の
中
で
の
存
在
権
を
ど
う
し
て
も
獲
得
で
き
な
い
人
物
」だ
と
理
解
で
き

る
な
ら
、
そ
れ
か
ら
の
「
お
れ
」
は
ど
う
す
れ
ば
、
こ
の
競
争
の
激
し
い
社
会
に
自

ら
の
存
在
権
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
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内
的
な
変
貌
と
変
形

「
女
」
の
家
か
ら
も
「
公
園
」
の
「
彼
」
か
ら
も
追
い
立
て
ら
れ
た
「
お
れ
」
は
、

「
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
よ
う
に
歩
き
つ
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
日
が
暮
れ
か

か
る
」
時
に
街
で
歩
き
回
り
、盲
目
に
自
ら
の
「
家
」
を
捜
し
求
め
る
と
い
う
の
は
、

こ
の
場
合
一
つ
の
比
喩
で
あ
る
。主
人
公
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
追
い
出
さ
れ
た
と
き
、

初
め
て
こ
の
異
常
な
状
況
が
ほ
か
な
ら
ぬ
日
常
的
な
状
況
で
あ
る
こ
と
を
覚
り
、
そ

し
て
、日
常
性
の
な
か
に
日
常
性
を
超
え
て
ゆ
く
契
機
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
。「
お

れ
」
は
、
な
ぜ
自
分
が
社
会
か
ら
閉
め
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ
自

分
の
た
め
の
場
所
が
な
い
の
か
、
と
呟
き
な
が
ら
歩
き
続
け
る
う
ち
に
、
思
い
も
つ

か
な
い
不
思
議
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。「
お
れ
」の
体
が
徐
々
に
ほ
つ
れ
た
糸
の
よ
う

に
ほ
ど
け
は
じ
め
、
つ
い
に
「
お
れ
」
は
消
滅
し
て
、「
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
」
と
化

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
、
作
品
に
お
け
る
「
変
身
」
と
は
何
か
。
ま
た
、

「
空
っ
ぽ
の
繭
」
は
何
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。主

人
公
の
「
変
身
」
と
す
る
作
品
は
、
世
界
文
学
史
の
中
に
数
多
く
あ
る
。
そ
の

中
で
も
、カ
フ
カ
の
『
変
身
』
は
一
番
名
高
い
作
品
と
言
え
よ
う
。
主
人
公
の
グ
レ
ー

ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
は
、
朝
起
き
て
、
悪
夢
の
よ
う
に
害
虫
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
主

人
公
の
変
身
に
つ
い
て
、
グ
ス
タ
ー
フ
・
ヤ
ヌ
ー
フ
は
、
あ
る
時
カ
フ
カ
に
対
し
て
、

変
身
は
恐
ろ
し
い
悪
夢
だ
、
恐
る
べ
き
想
像
だ
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
と
こ
ろ
、
カ

フ
カ
は
こ
う
答
え
た
と
い
う

―
「
夢
は
現
実
の
深
層
を
開
示
す
る
。
概
念
で
は
手

の
届
か
な
い
深
い
層
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
人
生
の
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
同
時
に

芸
術
の
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る⑭
」。
こ
の
グ
ス
タ
ー
フ
・
ヤ
ヌ
ー
フ
の
『
カ
フ
カ

と
の
対
話
』
か
ら
、「
変
身
」
と
は
、「
現
実
の
深
層
を
開
示
す
る
」
と
と
も
に
、「
人

生
の
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
」
を
提
示
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
、
森
川
達

也
は
、
安
部
公
房
の
作
品
に
お
け
る
「
変
身
」
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

変
形
と
は
、
現
に
こ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
存
在
の
在
り
よ
う

を
激
し
く
嫌
悪
し
、
拒
絶
し
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
て
何
か
他
の
も
の
に
な
ろ
う
と

ひ
た
す
ら
に
願
う
精
神
の
表
現
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
う
魂
は
同
時
に
、

人
間
そ
の
も
の
に
対
す
る
公
平
で
透
明
な
、
あ
る
あ
た
た
か
い
リ
リ
シ
ズ
ム
を

生
ま
ず
に
は
お
く
ま
い⑮
。

即
ち
、「
お
れ
」
が
繭
に
変
身
し
た
こ
と
は
、
現
実
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
「
願
う
精

神
の
表
現
」
を
表
す
と
同
時
に
、「
そ
う
い
う
魂
は
同
時
に
、
人
間
そ
の
も
の
に
対
す

る
公
平
で
透
明
な
、
あ
る
あ
た
た
か
い
リ
リ
シ
ズ
ム
を
」
読
者
に
伝
え
よ
う
と
す
る

も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
カ
フ
カ
の
「
変
身
」
と
安
部
公
房
の
「
変
身
」
の
共
通
点
は
、「
現

実
の
深
層
を
開
示
す
る
」
こ
と
と
人
間
の
「
魂
」
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
分
か
り
易
く
言
え
ば
、
社
会
構
造
の
「
変
革
」
は
、
時
代
の
変
化
に
適
応
す

る
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
の
「
変
身
」
は
、「
魂
」
の
変
革
で
あ

り
、
激
し
く
変
革
し
つ
つ
あ
る
社
会
で
生
き
残
ろ
う
と
す
る
努
力
の
姿
勢
を
示
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
我
々
は
、
い
つ
も
物
質
と
精
神
、
肉
体
と
魂
、
と
い

う
二
項
対
立
の
図
式
で
、
人
間
を
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
、
文
学
芸
術
に

お
け
る
人
間
の
変
身
と
は
、
明
ら
か
に
人
間
の
魂
の
「
変
革
」
を
暗
示
し
、
さ
ら
に

そ
の
「
変
革
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
読
者
に
提

示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
安
部
公
房
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

小
説
家
と
い
う
も
の
は
、本
当
は
魂
の
技
術
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

現
実
を
深
く
追
求
し
、常
識
の
目
で
と
ら
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
発
見
し
て
、

読
者
の
目
に
も
の
新
し
い
見
方
、
考
え
方
を
、
い
か
ほ
ど
か
で
も
つ
け
加
え
る
、

そ
れ
が
小
説
家
の
役
目
な
の
で
す
。
小
説
家
は
、
現
実
と
魂
の
専
門
家
に
な
ら

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）
人
間
と
物
と
の
関
係
、
人
間
と
人
間
と
の
関
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係
、
人
間
と
社
会
と
の
関
係
、
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
た
ゆ
み
な
く
追
求

し
、
観
察
し
、
理
論
付
け
、
熟
達
し
た
言
葉
の
技
術
に
よ
っ
て
そ
れ
を
表
現
し

て
い
く
の
が
魂
の
専
門
家
の
仕
事
で
す⑯
。

こ
こ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
小
説
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、「
人
間
と
物
と
の
関
係
、
人

間
と
人
間
と
の
関
係
、
人
間
と
社
会
と
の
関
係
」
を
探
ろ
う
と
す
る
、
安
部
公
房
の

文
学
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、『
赤
い
繭
』
に
お
け
る
「
お

れ
」
の
肉
体
の
「
変
身
」
は
、
彼
自
身
が
ど
の
よ
う
な
存
在
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

か
が
視
覚
化
さ
れ
、「
お
れ
」
の
「
魂
」
の
変
革
を
表
す
徴
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で

あ
る
。

「
空
っ
ぽ
の
繭
」
の
二
重
性
。「
お
れ
」
は
人
間
か
ら
変
身
し
て
「
大
き
な
空
っ
ぽ

の
繭
が
残
っ
た
」。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
確
実
に
誰
か
ら
も
妨
げ
ら
れ
な
い
お
れ
の
家
」

が
見
つ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、「
家
が
で
き
て
も
、
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が
い
な

い
」。
こ
の
「
空
っ
ぽ
の
繭
」
に
つ
い
て
は
、い
く
つ
か
の
論
説
が
あ
る
。
高
野
斗
志

美
は
、「
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
と
は
何
だ
ろ
う
。
私
は
、
安
部
公
房
が
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
に
よ
っ
て
、
痛
烈
な
批
評
を
、
戦
後
的
『
私
』
に
む
か
っ
て
、
た
た
き
つ
け
て
い

る
の
だ
と
、そ
う
お
も
う⑰
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
」
を
戦
後
の

「
私
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
像
す
る
こ
の
見
解
は
、
興
味
深
い
。

有
光
隆
司
は
、「
お
れ
」
の
繭
化
に
よ
っ
て
〈
文
字
通
り
「
誰
の
も
の
で
も
な
い
」

完
璧
な
空
間
〉
が
出
現
す
る
こ
と
に
〈
時
間
の
停
止
し
た
「
純
粋
空
間
」〉
と
い
う
リ

ル
ケ
的
な
外
部
遮
断
の
態
度
の
成
立⑱
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
人
の
人
間

を
〈
時
間
の
停
止
し
た
「
純
粋
空
間
」〉
に
遮
断
し
て
し
ま
え
ば
、ど
の
よ
う
に
生
き

ら
れ
る
の
か
。
即
ち
、
一
人
の
人
間
が
周
り
の
社
会
に
遮
断
さ
れ
た
ら
、
死
ん
だ
よ

う
な
存
在
で
は
な
い
か
。

「
赤
い
繭
」
の
赤
さ
は
〈
夕
陽
が
赤
々
と
繭
を
染
め
て
い
た
〉、〈
内
側
か
ら
照
ら
す

夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
〉
と
い
う
陽
の
赤
さ
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
共
産
主

義
の
象
徴
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
中
野
和
典

は
、「
繭
の
赤
さ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
〈
夕
暮
〉
の
赤
さ
で
あ
る
。
で
は
、〈
夕
暮
〉

と
は
何
か
。
そ
れ
は
〈
日
が
暮
れ
か
か
る
〉
と
い
う
二
度
の
反
復
が
強
調
し
て
い
る

通
り
、
家
を
持
つ
人
々
と
持
た
な
い
『
お
れ
』
と
の
差
異
が
最
も
際
立
つ
と
き
、
そ

し
て
『
お
れ
』
が
所
有
へ
の
疑
念
を
最
も
募
ら
せ
る
と
き
の
指
標
で
あ
る⑲
」
と
主
張

し
て
い
る
。
が
、
こ
の
意
見
に
、
私
は
賛
成
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、「
繭
の
赤

さ
」
は
、
肉
体
に
対
す
る
「
魂
」
の
徴
を
示
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

田
中
裕
之
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
繭
」
と
化
し
た
と
き
、か
つ
て
の
「
お

れ
」
の
肉
体
は
、確
実
に
消
滅
し
て
お
り
、こ
れ
を
、行
動
す
る
主
体
と
し
て
の
「
お

れ
」
の
喪
失
と
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、自
己
喪
失
と
か
、〈
真
の
自
我
〉〈
内

的
自
己
〉
の
喪
失
と
い
い
う
る
よ
う
な
、「
お
れ
」
の
精
神
的
な
も
の
の
消
滅
は
、
ど

こ
に
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
、「
繭
」
の
中
は
「
空
っ
ぽ
」
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、「
内
側
か
ら
照
ら
す
」
光
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
的
な
も

の
の
消
滅
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、「
お
れ
」
が
、
精
神
の
み
の
存
在
と
な
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う⑳
。
即
ち
、
田
中
が
主
張
す
る
「
繭
」
と
化
し
た
「
お
れ
」

の
状
態
は
、
主
体
的
な
行
動
を
や
め
、
自
分
一
人
の
精
神
世
界
で
自
足
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
分
一
人
の
精
神
世
界
で
自
足
し
よ
う
と
す
る

こ
と
が
、
行
動
す
る
主
体
た
る
「
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
」
が
い
な
い
、
と
い
う
事
態
を

も
た
ら
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
読
み
取
り
も
一
つ
の
説
だ
と
理
解
で
き
な
く
も
な

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て
、「
自
分
一
人
の
精
神
世
界
で

自
足
し
よ
う
と
す
る
」
生
き
方
は
、
世
の
中
に
通
用
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
読

み
は
、
恐
ら
く
作
者
の
創
作
動
機
か
ら
外
れ
て
い
る
と
思
う
。
安
部
公
房
は
『
種
の

な
い
話
』
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

自
我
は
、
決
し
て
果
実
の
よ
う
に
、
自
立
し
て
存
在
し
う
る
実
体
な
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
他
者
、
も
し
く
は
外
部
と
の
関
係
の
拡
大
と
い
う
、
一
つ
の
現
象
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的
な
も
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
ぼ
く
は
考
え
た
い
の
で
あ
る㉑
。

即
ち
、
作
者
の
「
考
え
た
い
」
こ
と
は
、
他
者
の
存
在
が
「
私
」
に
と
っ
て
不
可
欠

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
作
品
の
終
わ
り
に
、「
繭
に
な
っ
た

お
れ
」
と
「
彼
」
と
の
関
係
、
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
に
移
さ
れ
た
結
末
は
、
自
我
と

他
者
と
の
関
係
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
私
は
、
こ
の
「
お
れ
」
を
、
変
身
す
る
前
の
「
お
れ
」
と
変
身
後

の
「
お
れ
」
に
分
け
て
分
析
し
た
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
人
間
の
精
神
と
肉
体
と
の
関
係

を
「
身
体
の
変
様
の
観
念
」
と
し
て
捉
え
て
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

身
体
の
変
様
（affectio corporalis

）
と
は
、
な
に
か
と
い
え
ば
、
世
界
の
な
か

で
外
界
の
事
物
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
蒙
る
変
様

（
受
動
に
よ
る
変
化
）
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
変
様
は
他
か
ら
の
働
き
か
け

の
結
果
の
受
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
人
間
が
自
己
の
身
体
変

様
を
と
ら
え
、
変
様
を
自
覚
化
す
る
と
き
、
そ
れ
が
精
神
の
働
き
だ
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
こ
に
人
間
の
精
神
は
身
体
の
変
様
を
と
お
し
て
、
外

界
の
事
物
を
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く
、
外
界
の
事
物
と
の
か
か
わ
り
合
い
で
、

自
己
の
身
体
が
蒙
る
変
様
を
自
覚
的
に
と
ら
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る㉒
。

即
ち
、「
お
れ
」
の
身
体
の
変
様
（
人
間
か
ら
「
繭
」
と
化
し
た
こ
と
）
は
、
精
神
的
な

「
変
革
」
で
あ
り
、そ
れ
を
通
し
て
自
我
と
他
者
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
表
現
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
理
論
で
言
え
ば
、「
身
体
の
変
様
の
観
念
」
は
、

「
外
界
の
事
物
」
と
「
身
体
」
と
「
精
神
」
と
が
結
び
つ
い
た
、そ
れ
ら
相
互
の
働
き

か
け
の
関
係
の
な
か
で
成
り
立
っ
て
い
る㉓
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
赤
い
繭
」
に
お
け
る

そ
の
三
要
素
と
は
、「
彼
」
と
「
繭
」
と
「
お
れ
」（
＝
変
身
し
た
「
お
れ
」）
な
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、「
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が
い
な
い
」
と
い
う
「
お
れ
」

は
、
能
動
的
な
「
お
れ
」
で
は
な
く
、
受
動
的
な
「
お
れ
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
現
代
人
の
存
在
自
由
は
、
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
自
由
だ
か

ら
で
あ
る
。
即
ち
、
我
々
の
肉
体
は
ど
こ
か
の
場
所
に
帰
属
し
て
い
な
が
ら
、
頭
は

つ
ね
に
物
事
を
考
え
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
池
内
紀
は
カ
フ
カ
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
カ
フ
カ
は
み
ず
か
ら
を
鳥
と
感
じ
た
。
こ
の

鳥
は
鳥
籠
か
ら
逃
げ
出
し
た
も
の
か
。
本
来
、
鳥
籠
に
い
る
べ
き
鳥
な
の
か
。
鳥
籠

は
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、

外
の
世
界
か
ら
鳥
を
守
る
も
の
だ
ろ
う
。
自
由
に
飛
び
ま
わ
る
鳥
は
、
一
方
で
安
全

な
鳥
籠
に
あ
こ
が
れ
る㉔
」。
要
す
る
に
、
カ
フ
カ
の
文
学
観
は
、
人
間
の
存
在
を
「
鳥

と
鳥
籠
と
の
ジ
レ
ン
マ
関
係
」
に
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
安
部

公
房
の
文
学
観
は
、
む
し
ろ
「
鳥
籠
に
い
る
べ
き
鳥
」
を
前
提
に
し
て
、
徹
底
し
た

自
我
の
存
在
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
さ
ま
よ
え
る
ユ

ダ
ヤ
人
」
の
自
由
に
直
面
し
た
「
お
れ
」
は
、
不
安
で
堪
ら
な
い
と
し
か
感
じ
て
い

な
い
。
も
し
、
現
実
の
社
会
に
生
き
て
い
る
我
々
自
身
の
こ
と
を
例
え
に
す
れ
ば
、

自
ら
の
力
で
自
営
業
を
し
て
い
る
人
々
に
比
べ
て
、
会
社
に
働
く
社
員
や
国
家
公
務

員
は
確
か
に
能
動
的
に
動
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
自
由
に
動
け
る
自
営
業

者
が
、
少
し
も
後
者
の
生
活
に
憧
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、

カ
フ
カ
の
「
変
身
」
の
主
人
公
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
は
、
害
虫
へ
変
身
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、「
外
界
を
異
化
し
、
ザ
ム
ザ
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
に
新
し
い
光
を
あ
て

る
契
機
と
な㉕
」
っ
た
と
す
れ
ば
、
安
部
公
房
の
『
赤
い
繭
』
に
お
け
る
「
お
れ
」
の

「
変
身
」
は
、「
お
れ
」
を
巡
る
人
間
関
係
に
新
し
い
光
を
あ
て
る
契
機
と
な
っ
た
と

言
え
る
。
即
ち
、『
赤
い
繭
』
は
カ
フ
カ
の
『
変
身
』
と
同
じ
芸
術
効
果
を
発
揮
し
た

と
評
価
で
き
よ
う
。「
空
っ
ぽ
の
繭
」
は
、「
お
れ
」
の
脱
皮
し
た
抜
け
殻
と
、
赤
々

と
光
る
「
繭
」
を
媒
介
に
し
て
未
来
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
「
お
れ
」
の
願
望
と
い

う
、
二
重
の
意
味
を
表
し
て
い
る
。「
空
っ
ぽ
の
繭
」
が
残
れ
ば
、
そ
の
「
繭
」
か
ら

飛
び
出
し
た
蝶
々
が
い
る
は
ず
で
、
そ
の
蝶
々
は
新
た
に
誕
生
し
た
「
お
れ
」
で
あ
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る
。
あ
る
い
は
、
も
う
一
つ
の
次
元
の
「
お
れ
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
繭
」

の
「
家
」
に
「
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
が
い
な
い
」
こ
と
は
、
他
方
に
「
新
し
い
人
」
と

し
て
誕
生
し
た
「
お
れ
」
が
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
新
た
に
脱
皮
し
た

「
お
れ
」
に
つ
い
て
、
作
品
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
た
。
外
は
暗
く
な
っ
た
が
、
繭
の
中
は
い
つ
ま
で
も
夕

暮
で
、
内
側
か
ら
照
ら
す
夕
焼
の
色
に
赤
く
光
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
、二
点
に
注
目
し
た
い
。（
1
）「
繭
の
中
で
時
が
と
だ
え
た
」
こ
と
。「
時
が

と
だ
え
た
」
こ
と
は
、「
お
れ
」
自
身
を
変
革
す
る
時
の
徴
を
表
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、「
ぼ
く
た
ち
の
自
然
は

―
ぼ
く
た
ち
の
肉
体
は
停
止
す
る
こ
が
で
き
な
い
。が
、

精
神
は
い
つ
、
ど
こ
で
も
時
間
の
そ
と
に
静
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
や
、
そ
れ

は
静
止
し
う
る
の
み
な
ら
ず
、
な
に
か
大
な
る
こ
と
を
な
さ
う
と
す
る
ば
あ
ひ
、
あ

る
い
は
自
己
を
変
革
す
る
ば
あ
ひ
、
か
な
ら
ず
静
止
の
ひ
と
と
き
を
も
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い㉖
」
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、「
外
は
暗
く
な
っ
た
」
の
は
、
厳
し
い
現
実
の
社

会
を
暗
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
繭
」
の
内
側
に
光
っ
て
い
る
「
赤
い
光
」
は
、「
お

れ
」
の
未
来
に
満
ち
た
「
希
望
」
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
2
）「
夕
暮
」
に
つ
い
て
。
作
品
の
中
に
、「
日
が
暮
れ
か
か
る
」
と
い
う
言
葉

は
、
二
回
出
て
く
る
が
、「
夕
暮
」
と
い
う
言
葉
は
、
一
度
し
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、「
日
暮
れ
」（
＝
日
が
暮
れ
か
か
る
）
と
「
夕
暮
れ
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
に

は
、
同
義
的
な
意
味
も
あ
れ
ば
、
異
な
る
意
味
も
あ
る
。
即
ち
、〈
日
暮
れ
〉
な
い
し

〈
夕
暮
れ
〉
は
昼
と
夜
の
境
界
で
、
短
い
時
間
で
あ
る
が
、
不
安
と
期
待
が
入
り
ま
じ

り
、
明
か
ら
暗
へ
向
か
う
独
特
の
魅
力
と
美
し
さ
を
持
ち
、
日
本
文
学
の
伝
統
の
中

に
生
き
つ
づ
け
て
い
る㉗
。
ま
た
、
平
安
時
代
ま
で
は
、
動
詞
は
「
日
暮
る
」、
名
詞
は

「
夕
暮
れ
」
だ
け
で
言
い
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、「『
日
暮
る
』
は
太
陽
が
西
の

端
（
京
都
で
あ
れ
ば
山
）
に
隠
れ
る
ま
で
を
示
し
、そ
の
あ
と
の
時
間
帯
を
『
夕
暮
れ
』

と
称
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る㉘
」。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、小
説
の
初
め
に
出
て
く
る

「
日
が
暮
れ
か
か
る
」
と
は
、
一
つ
の
時
間
帯
で
、
昼
か
ら
夜
へ
と
移
す
過
程
で
あ

る
。
こ
の
時
間
帯
に
な
る
と
、「
お
れ
は
首
を
く
く
り
た
く
な
」
る
ほ
ど
の
「
不
安
」

に
陥
る
と
同
時
に
、
ど
こ
か
「
お
れ
」
の
「
家
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
熱
い
「
期

待
」
を
持
つ
。
即
ち
、
作
品
の
最
初
に
出
た
「
日
が
暮
れ
か
か
る
」
と
は
、「
お
れ
」

の
「
不
安
と
期
待
」
の
心
境
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
二
回
目
に
出
て
く
る
、「
日
が
暮
れ
か
か
る
。
お
れ
は
歩
き
つ
づ
け

る
」
に
な
る
と
、「
お
れ
」
の
心
境
は
、
絶
望
か
ら
希
望
へ
と
転
換
し
て
い
く
。

家
…
…
消
え
う
せ
も
せ
ず
、
変
形
も
せ
ず
、
地
面
に
立
っ
て
動
か
な
い
家
々
。

そ
の
間
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
定
ま
っ
た
顔
を
も
た
ぬ
変
わ
り
続
け
る
割
目
…
…

道
。
雨
の
日
に
は
刷
子
の
よ
う
に
け
ば
立
ち
、
雪
の
日
に
は
車
の
わ
だ
ち
の
幅

だ
け
に
な
り
、
風
の
日
に
は
ベ
ル
ト
の
よ
う
に
流
れ
る
道
。
お
れ
は
歩
き
つ
づ

け
る
。
お
れ
の
家
が
な
い
理
由
が
呑
み
込
め
な
い
の
で
、
首
も
つ
れ
な
い
。

こ
こ
で
の
「
家
」
と
「
道
」
は
、
き
わ
め
て
対
照
的
な
構
図
に
よ
っ
て
、「
お
れ
」
の

心
境
を
鏡
の
よ
う
に
映
し
て
い
る
。「
家
」
は
い
つ
ま
で
も
「
変
形
」
せ
ず
に
地
面
に

立
っ
て
い
る
が
、「
お
れ
」
の
「
家
」
は
ど
こ
に
も
な
い
。「
雨
の
日
」
も
「
雪
の
日
」

も
「
風
の
日
」
も
、「
お
れ
」
は
休
め
る
「
家
」
が
な
く
、
そ
の
「
道
」
を
歩
き
続
け

る
。
こ
の
よ
う
な
悲
惨
の
境
遇
に
陥
っ
て
い
る
「
お
れ
」
は
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
の

「
壁
」
に
直
面
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
お
れ
」
は
「
家
が
な
い
理
由
が
呑
み
込
め
な

い
」
限
り
、
絶
対
に
「
首
も
つ
れ
な
い
」。
こ
の
意
志
は
、「
お
れ
」
の
生
き
る
強
い

願
望
を
宣
告
す
る
と
同
時
に
、
逞
し
い
精
神
力
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
石

川
淳
は
、
安
部
の
『
壁
』
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

壁
に
つ
い
て
最
初
の
名
案
を
示
し
た
人
物
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
で
し
た
。
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壁
の
き
わ
ま
で
駆
け
て
来
て
も
、
や
け
に
あ
た
ま
を
ぶ
っ
つ
け
て
、
あ
わ
て
て

目
を
ま
わ
す
に
は
お
よ
ば
な
い
。
そ
こ
で
曲
が
れ
ば
よ
い
。
じ
つ
に
単
純
な
著

想
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
革
命
と
い
い
ま
す
ね
。
こ
れ
ほ
ど
単
純
な
こ
と
に
、

ど
う
し
て
人
間
は
長
い
あ
い
だ
気
が
つ
か
ず
に
い
た
の
か
。
と
も
か
く
、
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
智
慧
に
依
っ
て
、
壁
は
決
し
て
人
間
が
そ
こ
に
あ
た
ま
を

ぶ
っ
つ
け
る
た
め
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
運
動
に
曲
が
り
角
を

示
唆
す
る
た
め
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
見
つ
か
っ
た
。
壁
の

謎
が
解
け
た
わ
け
で
す
。
お
か
げ
で
、
人
間
の
運
動
は
ず
い
分
柔
軟
に
な
り
、

領
域
が
ぐ
っ
と
広
く
な
り
、
世
界
の
次
元
が
高
く
な
っ
て
来
た
よ
う
で
す㉙
。

即
ち
、「
お
れ
」
は
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
「
壁
」
に
直
面
す
る
場
合
、そ
の
「
壁
」
は
、

「
お
れ
」
を
死
な
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、「
お
れ
」
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、「
お
れ
」
は
苦
悩
を
克
服
し
て
、
目
標
に
邁
進
す
る
こ
と
に
な
る
。

奥
田
修
は
、「
秋
の
夕
暮
」
が
と
く
に
中
世
に
お
い
て
「
幽
玄
美
」
の
世
界
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
た
の
は
「
秋
」
も
「
夕
暮
」
も
現
実
社
会
（
中
世
）
と
同
様
に
あ
る
変
遷

の
一
過
程
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
せ
ら
れ
た
た
め
で
、
秋
は
春
か
ら
冬
へ
と
移
る
中
間

で
あ
り
、
そ
の
先
に
は
冬
が
待
ち
、
夕
暮
は
昼
と
夜
の
中
間
に
位
置
し
、
そ
の
先
に

は
夜
が
待
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
識
が
現
実
社
会
（
中
世
）
の
動
乱
期
及
び
末
法
思

想
と
結
び
つ
き
、「
幽
玄
美
」
の
世
界
の
象
徴
と
し
て
「
秋
の
夕
暮
」
が
存
在
す
る㉚
、

と
述
べ
て
い
る
。『
赤
い
繭
』
に
お
け
る
「
夕
暮
」
は
、現
実
社
会
が
激
し
く
変
化
し

て
い
る
過
程
で
あ
り
、「
お
れ
」
が
い
つ
の
間
に
か
落
ち
こ
ぼ
れ
た
存
在
に
な
っ
て
い

る
し
、
時
間
的
に
言
え
ば
、「
夕
暮
」
の
後
に
来
る
「
夜
の
世
界
」
は
、「
昼
の
世
界
」

と
い
う
日
常
性
の
世
界
で
「
さ
ま
よ
え
る
ユ
ダ
ヤ
人
」
の
姿
に
対
峙
し
て
、
一
人
の

人
間
が
非
日
常
の
世
界
で
、
新
し
い
自
己
を
捜
し
求
め
る
姿
を
表
し
て
い
る
。
従
っ

て
、『
赤
い
繭
』
で
繰
り
返
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
夕
暮
」
は
、
芸
術
の
面
に
お
け
る

「
幽
玄
美
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

「
彼
」
に
拾
わ
れ
、
さ
ら
に
「
息
子
の
玩
具
箱
」
に
移
さ
れ
た
「
お
れ
」
の
存
在
。

「
大
き
な
空
っ
ぽ
の
繭
」
と
な
っ
た
「
お
れ
」
の
運
命
は
、ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
こ

れ
は
お
そ
ら
く
読
者
の
誰
も
が
関
心
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
目
立
つ
特
徴
が
、
彼
の
眼
に
と
ま
ら
な
い
は
ず
が
な
か
っ
た
。
彼
は
繭
に

な
っ
た
お
れ
を
、
汽
車
の
踏
切
と
レ
ー
ル
の
間
で
見
つ
け
た
。
最
初
腹
を
た
て

た
が
、
す
ぐ
に
珍
し
い
拾
い
も
の
を
し
た
と
思
い
な
お
し
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入

れ
た
。
し
ば
ら
そ
の
中
を
ご
ろ
ご
ろ
し
た
後
で
、
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
に
移
さ

れ
た
。

こ
の
結
末
に
は
多
く
の
評
論
家
が
注
目
し
て
い
る
。
森
川
達
也
は
、『
赤
い
繭
』
を

「
見
事
な
現
代
の
作
品㉛
」
と
肯
定
し
な
が
ら
、
こ
の
結
末
に
対
し
て
、「
ぼ
く
自
身
の

印
象
を
端
的
に
言
え
ば
、
こ
の
『
落
ち
』
は
蛇
足
で
あ
り
、
作
品
の
全
体
の
イ
メ
ー

ジ
を
、
か
え
っ
て
不
鮮
明
に
し
、
委
小
化
し
、
卑
小
化
す
る
も
の
で
あ
る32
」
と
批
評

し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
田
中
裕
之
は
、
こ
の
「
最
終
の
場
面
は
、〈
蛇
足
〉
な
ど

で
は
な
く
、
結
末
と
し
て
欠
か
せ
な
い
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て33
」
い
る
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
重
み
の
あ
る
指
摘
を
し
て
い
る
。「
物
語
は
、『
お
れ
』
の
視
点
に
添
っ

て
語
り
続
け
ら
れ
て
き
た
」
が
、
作
品
の
最
終
場
面
に
出
て
き
た
「
語
り
手
は
『
お

れ
』
の
ま
ま
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
メ
ラ
は
『
お
れ
』
の
外
部
に
あ
り
、『
お

れ
』
の
見
る
こ
と
の
不
可
能
な
情
景
を
映
し
出
し
て
い
る
。
こ
の
カ
メ
ラ
の
位
置
に

重
な
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
作
者
の
眼
で
あ
ろ
う34
」。
こ
の
点
に
関
し
て
、
私
は
、
前

に
も
述
べ
た
と
お
り
、
作
品
の
最
終
場
面
に
出
て
き
た
の
「
お
れ
」
は
、
こ
れ
ま
で

の
「
お
れ
」
か
ら
脱
皮
し
た
新
た
な
「
お
れ
」
で
あ
り
、「
繭
」
と
い
う
媒
介
を
通
し

て
、
こ
の
新
た
な
「
お
れ
」
の
運
命
を
見
事
に
表
し
て
い
る
と
主
張
し
た
い
。

ま
た
、
田
中
は
、「『
彼
』
に
拾
わ
れ
た
『
お
れ
』
は
、
さ
ら
に
『
彼
の
息
子
の
玩

具
箱
』
に
移
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
至
っ
て
、『
繭
に
な
っ
た
お
れ
は
』、『
玩



一
二

12

具
』
に
等
し
い
存
在
と
な
る
。
こ
こ
で
の
『
玩
具
』
と
は
、
直
接
に
は
子
ど
も
の
遊

び
道
具
の
意
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
思
い
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
も
の
、
取
る

に
足
ら
ぬ
も
の
と
い
っ
た
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
よ
う
。『
お
れ
』
は
、『
彼
』
に
拾
わ

れ
る
こ
と
を
契
機
に
、既
存
の
『
故
郷
』
へ
の
帰
属
を
果
た
し
た
と
い
え
る
も
の
の
、

そ
れ
は
結
局
、
権
力
の
思
い
の
ま
ま
に
操
ら
れ
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
、
作
者
の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
こ
の
『
お
れ
』
の

『
玩
具
』
化
、
並
び
に
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
『
お
れ
』
の
『
繭
』
化
は
、
明
ら
か

に
、
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
い
る35
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
波
潟
鋼
は
、

玩
具
箱
が
「
彼
」
の
息
子
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、息
子
に
玩
具
を
与
え
る
「
彼
」

の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
所
有
の
二
重
性
＝
境
界
性
に
注
目
し
、
そ
こ
に
繭
が
移
さ

れ
る
こ
と
に
〈
誰
も
が
安
定
し
た
領
域
に
属
し
て
い
る
と
い
う
認
識
〉
を
相
対
化
す

る
可
能
性36
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
前
者
は
人
間
存
在
の
絶
対
的
な
不
自
由
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
後
者
は
人
間
存
在
の
自
由
の
相
対
化
を
言
お
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。こ

の
二
者
の
読
み
取
り
に
対
し
て
、
私
は
、
前
に
述
べ
た
「
身
体
の
変
様
」
の
観

念
に
立
っ
て
、
人
間
存
在
の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。
即
ち
、
読
者
は
「
お
れ
」
の
身

体
「
変
様
」
の
観
念
を
認
識
す
る
こ
と
が
、「
お
れ
」
の
精
神
を
認
識
す
る
こ
と
に
一

致
し
て
い
て
、
身
体
も
外
部
の
物
体
も
そ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、「
お
れ
」
が
「
赤
い
繭
」
と
化
し
た
こ
と
は
、「
身
体
の
変
様
」
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
「
お
れ
」
の
精
神
へ
の
認
識
と
繋
が
っ
て
い
る
。
赤
い
色
は
、
新
し

い
生
命
が
誕
生
す
る
時
に
も
た
ら
さ
れ
る
「
血
」
の
色
で
あ
り
、
豊
穣
の
意
味
を
暗

示
し
て
い
る
。「
空
っ
ぽ
の
繭
」
が
残
れ
ば
、何
時
の
間
に
か
そ
こ
か
ら
「
蝶
々
」
が

飛
ん
だ
こ
と
に
想
像
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
古
い
「
お
れ
」
か
ら
脱
皮
さ
れ
た
新
た

な
「
お
れ
」
は
、「
独
り
の
昼
」
の
世
界
を
持
つ
と
同
時
に
、
他
者
と
複
雑
な
関
係
で

絡
み
合
っ
て
い
る
。「
彼
」
は
繭
に
な
っ
た
「
お
れ
」
を
拾
っ
て
、ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ

た
り
、
息
子
の
玩
具
箱
に
移
し
た
り
す
る
。
そ
こ
は
、「
お
れ
」
の
肉
体
に
と
っ
て
、

ど
れ
も
安
全
な
場
所
で
あ
る
。
こ
の
場
所
は
鳥
に
と
っ
て
の
「
鳥
籠
」
に
あ
た
る
も

の
で
あ
り
、「
繭
」
の
内
側
に
光
っ
て
い
る
「
赤
さ
」
は
、「
お
れ
」
の
心
の
中
で
一

匹
の
鳥
が
青
空
を
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
「
精
神
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
不
自

由
の
肉
体
と
自
由
の
精
神
を
同
時
に
持
つ
人
間
存
在
の
あ
り
方
で
は
な
い
か
。

結
び
に

主
人
公
の
「
変
身
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
は
、
世
界
文
学
史
の
中
に
数
多
い
。

し
か
し
、
そ
の
多
く
の
作
品
の
中
で
も
、
カ
フ
カ
の
『
変
身
』
は
一
番
名
高
い
と
言

え
よ
う
。
ま
た
、
日
本
の
近
代
小
説
で
言
え
ば
、
中
島
敦
の
『
山
月
記
』
も
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
主
人
公
は
、
朝
起
き
て
、
悪
夢
の
よ
う
に
虫
に
変
わ
っ
て
し

ま
っ
た
の
に
対
し
、
後
者
の
主
人
公
・
李
徴
は
、
詩
人
に
な
れ
な
く
て
と
う
と
う

「
虎
」
に
化
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
二
作
の
相
違
点
に
つ
い
て
、「
内
か
ら
外
を
描
く

抽
象
的
な
カ
フ
カ
に
反
し
、
中
島
は
内
面
を
暗
示
的
に
、
外
面
を
具
体
的
に
描
く
方

法
を
強
調
し
た
」。「
よ
き
詩
人
に
な
れ
ず
発
狂
し
、
人
喰
虎
と
な
り
、
そ
れ
を
山
中

に
き
た
友
人
に
告
白
し
、
詩
を
と
な
え
る
こ
の
男
へ
の
、
天
罰
の
響
き
や
同
情
の
声

が
切
々
と
き
か
れ
る
点
は
大
い
に
カ
フ
カ
と
ち
が
っ
て
い
る37
」
と
八
木
浩
は
指
摘
し

て
い
る
。
こ
の
二
人
が
用
い
る
小
説
作
法
と
比
べ
、
安
部
公
房
は
明
ら
か
に
、
カ
フ

カ
の
手
法
で
も
な
け
れ
ば
、
中
島
の
手
法
で
も
な
く
、
彼
独
特
な
手
法
を
発
見
し
た

の
で
あ
る
。
埴
谷
雄
高
は
、「
安
部
の
方
法
を
、
ピ
カ
ソ
な
ど
の
手
法
と
比
較
し
て

〈
時
間
的
、
多
面
的
、
動
的
な
観
察
を
許
す
空
間
の
な
か
で
物
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
追

及
し
よ
う
と
す
る
前
衛
絵
画
の
方
法
論
〉
を
人
間
に
適
用
し
た
も
の
だ38
」
と
力
説
す

る
。
こ
の
見
解
は
適
切
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
埴
谷
雄
高
の
指

摘
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
安
部
自
身
も
ま
た
後
年
、「
当
時
私
は
、
文
学
的
に
は

完
全
に
孤
立
し
て
い
た
。
小
説
の
概
念
も
、
ま
っ
た
く
自
己
流
の
も
の
で
、
小
説
を

書
こ
う
と
い
う
よ
り
も
、た
ぶ
ん
一
つ
の
世
界
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
」
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（
１
９
６
５
年
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」
あ
と
が
き
）
と
述
懐
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
田
中
裕
之
は
、『
赤
い
繭
』
を
『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
と
比
較
し
て
、

二
作
の
相
違
点
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
両
作
品
の
違
い
は
「
作
者
安
部
の

『
自
分
独
り
の
昼
』を
持
つ
こ
と
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ

ち
、『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
で
は
、『
自
分
独
り
の
昼
』
を
持
つ
こ
と
は
プ
ラ
ス

の
意
味
を
持
た
さ
れ
て
お
り
、『
僕
』
は
、
自
ら
そ
れ
を
選
び
取
ろ
う
と
し
て
い
た
。

だ
が
、（
中
略
）『
赤
い
繭
』
で
は
、
た
と
え
『
内
側
か
ら
照
ら
す
』
光
が
あ
ろ
う
と

も
、
や
は
り
『
繭
』
は
『
空
っ
ぽ
』
な
の
で
、
も
は
や
、『
自
分
独
り
の
昼
』
を
持
つ

こ
と
が
充
実
を
意
味
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る39
」。
し
か
し
、
大
事
な
問
題
は
、

「
空
っ
ぽ
の
繭
」
が
「
お
れ
」
の
脱
皮
で
あ
っ
て
、不
充
実
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、『
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
』
の
主
人
公

の
「
僕
」
は
人
間
の
痛
々
し
い
ま
で
の
弱
さ
を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
赤
い
繭
』

の
「
お
れ
」
は
人
間
の
強
さ
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
後
者
は
前
者
の
延

長
線
に
あ
り
な
が
ら
、
よ
り
一
層
魂
の
遍
歴
を
模
索
し
て
い
る
安
部
自
身
の
姿
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、『
赤
い
繭
』
の
「
お
れ
」
は
「
家
」
と
の
戦
い
を
通
し
て
、
赤
く

光
っ
て
い
る
「
繭
」
を
見
つ
け
た
。
安
部
の
代
表
作
『
砂
の
女
』
の
主
人
公
の
男
は

砂
と
の
た
た
か
い
を
通
し
て
、
カ
ラ
カ
ラ
に
乾
き
切
っ
た
砂
丘
の
底
に
、
一
種
の
毛

管
作
用
に
よ
っ
て
水
が
わ
き
出
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
前
者
は
光
っ
て
い
る
「
繭
」

を
見
つ
け
る
と
と
も
に
、
新
た
な
自
分
が
誕
生
し
た
の
に
対
し
、
後
者
は
水
を
発
見

す
る
と
同
時
に
、
新
し
い
自
分
を
発
見
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
見

る
と
、『
赤
い
繭
』
の
中
に
、
す
で
に
「
砂
」
と
「
水
」
と
の
要
素
が
孕
ま
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
両
作
品
の
中
に
、「
家
」
と
「
砂
」、「
繭
」
と
「
水
」
と
い

う
一
対
一
の
図
式
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
も
の
と
対

決
し
な
が
ら
も
の
を
変
容
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
の
を
変
容
せ
し
め

な
が
ら
、
同
時
に
、
自
ら
を
変
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間
は
外

か
ら
強
い
ら
れ
た
状
況
を
自
ら
の
状
況
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
、
世
界
を
常
に
新
た

に
切
り
開
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
森
川
達
也
は
、「
一
人
の
読
者
と
し
て
、
も
し
勝
手
な
注
文
を
こ
の
作
品

に
つ
け
る
と
す
れ
ば
、
最
後
の
『
落
ち
』
に
登
場
し
て
来
る
『
彼
』
を
、『
お
れ
』
と

は
、
別
の
人
間
と
し
て
で
は
な
く
、
こ
の
『
お
れ
』
は
、
全
く
同
一
の
人
間
で
あ
る

『
彼
』
と
し
て
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、全
く
同
一

の
人
間
で
あ
る
『
彼
』
に
拾
わ
れ
た
こ
の
『
お
れ
』
は
、
全
く
同
一
の
人
間
で
あ
る

『
彼
』
の
な
か
で
、ず
っ
と
『
お
れ
』
で
あ
り
続
け
る
わ
け
だ
。
も
し
そ
の
こ
と
に
成

功
す
れ
ば
、こ
の
短
編
小
説
は
あ
く
ま
で
シ
ン
プ
ル
な
『
落
ち
』
を
維
持
し
な
が
ら
、

い
っ
そ
う
鮮
明
で
か
つ
尖
鋭
な
幻
想
を
読
者
の
心
に
刻
印
す
る
見
事
な
現
代
の
作
品

と
な
る
の
で
は
な
い
か40
。」
と
力
説
し
て
い
る
が
、
私
の
読
み
で
は
、『
赤
い
繭
』
に

お
け
る
「
お
れ
」
と
「
彼
」
と
の
関
係
は
、
終
始
一
貫
し
て
自
我
と
他
者
と
の
存
在

で
あ
り
、
小
説
そ
の
も
の
が
見
事
な
現
代
の
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
安
部
の

初
期
作
品
と
は
言
え
、
す
で
に
作
者
の
里
程
標
と
な
る
代
表
作
『
砂
の
女
』
の
基
石

を
築
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
安
部
公
房
文
学
の
発
展
史
に
お
い
て
、『
赤
い
繭
』
は
、

創
作
の
手
法
と
主
題
の
表
現
が
と
も
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
傑
作
な
の
で
あ
る
。
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