
《
感
傷
の
浬
禦
》
と
い
う
概
念

L
-
-
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎

北

川

透

 
感
傷
主
義
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
ば
を
、
わ
た
し
た
ち
は
否

定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
特
に
文
学
に
お
け
る
批
評

用
語
と
し
て
、
感
傷
的
と
言
え
ば
、
ま
ず
対
象
を
否
定
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
感
情
に
惑
溺
し
た
主
情
主
義
、
涙
っ
ぽ
い
情
緒
性
と
い

う
よ
う
に
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
文
学
史
的
に
言
え
ば
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
十
八
世
紀
後
半

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
古
典
主
義
や
啓
蒙
主
義
に
対
抗
し
て
起
こ
っ
た
浪

漫
主
義
が
、
一
般
的
に
付
随
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
、
あ
る
主
観
的
な
感
情
の
傾

向
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
島
崎
藤
村
の
「
若
菜
集
」

や
與
謝
野
鉄
幹
・
昌
子
の
「
明
星
」
派
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
、
セ
ン

チ
メ
ン
ト
の
要
素
は
大
き
い
。

 
た
と
え
ば
、
「
若
菜
集
」
の
代
表
作
「
草
枕
」
を
見
て
み
れ
ば
よ
い
。
全
篇

を
通
し
て
、
 
《
さ
み
し
》
 
《
な
げ
き
》
 
《
涙
》
 
《
か
な
し
》
 
《
倥
び
》
 
《
う
れ

ひ
》
 
《
む
せ
ぶ
》
 
《
泣
く
》
な
ど
の
、
感
傷
的
な
こ
と
ば
が
繰
り
返
さ
れ
る
。

，
道
な
き
今
の
身
な
れ
ば
か

わ
れ
は
道
な
き
野
を
慕
ひ

思
ひ
乱
れ
て
み
ち
の
く
の

宮
城
野
に
ま
で
迷
ひ
き
ぬ

心
の
宿
の
宮
城
野
よ

乱
れ
て
熱
き
吾
身
に
は

日
影
も
薄
く
草
枯
れ
て

荒
れ
た
る
野
こ
そ
う
れ
し
け
れ

ひ
と
り
さ
み
し
き
肝
属
は

吹
く
北
風
を
琴
と
聴
き

悲
し
み
深
き
吾
目
に
は

色
彩
な
き
石
も
花
と
見
き

 
 
ひ
と
り
み
 
 
か
な
し
さ

あ
・
孤
独
の
悲
痛
を

味
ひ
知
れ
る
人
な
ら
で

誰
に
か
た
ら
ん
冬
の
日
の

か
く
も
わ
び
し
き
野
の
け
し
き

（127）

《
感
傷
の
浬
葉
》
と
い
う
概
念
 
⊥
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎



（「

趨
香
v
第
九
連
よ
り
第
十
二
連
ま
で
）

 
こ
の
作
品
は
、
明
治
二
十
九
年
に
藤
村
が
東
北
学
院
の
教
師
と
な
っ
て
、
仙

台
へ
赴
任
し
た
時
の
生
活
と
精
神
の
苦
悩
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
歌

わ
れ
て
い
る
道
な
き
道
を
求
め
て
漂
泊
す
る
人
の
自
己
像
は
、
ま
た
、
み
ち
の

く
の
自
然
や
風
土
に
感
傷
す
る
熱
い
涙
に
よ
っ
て
濡
れ
て
い
る
。
《
あ
あ
、
自

分
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
》
 
（
「
春
」
）
と
い
う
」
浪
漫

的
感
情
が
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
例
を
、
こ
こ

に
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

 
し
か
し
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
わ
が
国
の
近
代
詩
を
深
く
規
定
し
て

い
る
属
性
で
あ
っ
て
、
単
に
い
わ
ゆ
る
浪
畢
王
義
や
そ
の
傾
向
の
専
売
特
許
で

は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
明
治
末
期
の
象
徴
派
の
詩
人
た
ち
を
も
例
外
に
置
か

な
い
。
た
と
え
ば
、
蒲
原
有
明
の
『
有
明
集
』
よ
り
、
 
《
彼
の
代
表
作
で
あ
る

と
同
時
に
、
日
本
の
象
徴
詩
の
頂
点
を
示
す
作
の
一
つ
》
 
（
吉
田
精
一
『
日
本

近
代
詩
鑑
賞
』
）
と
評
さ
れ
る
「
茉
莉
花
」
で
あ
る
。

む
せ咽

び
嘆
か
ふ
わ
が
胸
の
曇
り
物
憂
き

し
や
 
 
と
ば
り

紗
の
帳
し
な
め
き
か
か
げ
、
か
が
や
か
に
、

 
 
 
う
つ
 
 
 
 
 
お
も
 
 
こ
び

或
日
は
映
る
君
が
面
、
媚
の
野
に
さ
く

あ
 
ふ
よ
う
 
 
 
ぬ
 
 
な
ま

阿
首
丈
の
萎
え
矯
め
け
る
そ
の
匂
ひ
。

痛
ま
し
き
わ
が
た
だ
む
き
は
と
ら
は
れ
ぬ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
茉
莉
花
」

の
前
半
の
二
連
）

 
藤
村
の
詩
の
レ
ベ
ル
と
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
微
妙
な
恋
愛
情
緒
の

官
能
的
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
幻
想
の
愛
欲
が
、
 
《
咽
び
嘆

か
ふ
わ
が
胸
》
や
《
き
み
を
擁
き
て
泣
く
な
め
り
》
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

た
っ
ぷ
り
と
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の

意
味
で
は
わ
が
国
の
近
代
詩
に
お
い
て
は
、
象
徴
詩
で
す
ら
浪
漫
的
で
あ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
史
的
な
規
範
を
、
そ
の
ま
ま
あ
て
．
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
こ
れ
と
同
じ
事
情
は
、
先
行
す
る
象
徴
詩
の
官
能
的
、
感
覚
的
な
表
現
を
受

け
継
ぎ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
〈
異
国
頽
唐
趣
味
〉
や
耽
美
的
な
デ
カ
ダ

ン
ス
に
転
回
さ
せ
た
、
北
原
白
秋
の
詩
集
『
邪
宗
門
』
に
も
見
ら
れ
る
。
明
治

四
十
年
代
の
〈
パ
ン
の
会
〉
で
、
同
人
た
ち
に
よ
く
愛
唱
さ
れ
た
と
い
う
、

「
空
に
真
赤
な
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

 
ア
ま
っ
か

空
に
真
赤
な
雲
の
い
ろ
。

は
 
り

破
璃
に
真
赤
な
酒
の
色
。

な
ん
で
こ
の
身
が
悲
し
か
ろ
。

空
に
真
赤
な
雲
の
い
ろ
。

（「

�
ﾉ
真
赤
な
」
）

（128）

た
ま
 
 
 
 
 
た
 
 
 
 
 
さ
さ
め
き

魂
を
も
蕩
ら
す
私
語
に
誘
は
れ
つ
つ
も
、

 
 
 
 
 
 
 
い
だ

わ
れ
は
ま
た
君
を
溶
き
て
泣
く
な
め
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ひ
な

極
秘
の
愁
、
夢
の
わ
な
、
1
君
が
腕
に
、

 
白
秋
の
絢
燗
た
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
底
に
、
こ
う
し
た
人
生
的
な
感
傷

が
流
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
同
じ
セ
ン
チ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
と
言
え
ど
も
、
藤
村
の
そ
れ
が
自
然
や
季
節
の
循
環
と
結
び
つ
い
た



情
緒
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
有
明
に
お
い
て
は
官
能
的
表
現
に
溶
け
こ
ん
で
い

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
白
秋
で
は
、
感
傷
の
表
現
自
体
が
主
題
に
な
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
第
二
詩
集
『
思
ひ
出
』
の
中
か
ら
、
「
断
章
」
を
あ
げ
て

お
き
た
い
。

け
 
ふ

今
日
も
か
な
し
と
思
ひ
し
か
、
ひ
と
り
ゆ
ふ
べ
を
、

 
 
ニ
ぷ
え
ね
 
 
 
 
か
す

銀
の
小
君
の
音
も
ほ
そ
く
、
ひ
と
り
幽
か
に

す
す
り
泣
き
、
吹
き
澄
ま
し
た
る
わ
が
こ
こ
ろ
、

薄
き
光
に
。

（「

f
章
」
第
一
連
）

 
こ
こ
に
お
い
て
、
何
が
悲
し
い
の
か
、
そ
の
根
拠
が
欠
け
て
い
る
。
悲
し
い

と
い
う
思
い
だ
け
が
遍
在
し
、
し
か
も
、
そ
れ
は
《
銀
の
小
野
》
の
ほ
そ
く
、

か
す
か
な
《
す
す
り
泣
き
》
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
「
お
そ
ら
く
感
傷
は
そ
の
根

拠
や
理
由
か
ら
、
独
立
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
情
緒
を
拒
む
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

の
表
現
を
も
ち
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
は
、
感
傷
の
表
現
が
、
そ
う
し
た

新
し
い
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

あ
は
れ
、
あ
は
れ
、
色
薄
き
か
な
し
み
の
葉
か
げ
に
、

ほ
の
か
に
も
見
い
で
つ
る
、
わ
れ
ひ
と
り
言
い
で
つ
る
、

 
 
み

青
き
果
の
う
れ
ひ
よ
。

あ
は
れ
、
あ
は
れ
、
青
き
果
の
う
れ
ひ
よ
。

ひ
そ
か
に
も
、
ひ
そ
か
に
も
、
わ
れ
ひ
と
り
老
い
で
つ
る
、

あ
は
れ
そ
の
青
き
果
の
う
れ
ひ
よ
。

《
感
傷
の
浬
葉
》
と
い
う
概
念
 
-
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎

（「

f
章
」
第
三
連
）

 
か
な
し
み
と
い
う
木
の
葉
か
げ
に
、
う
れ
い
と
い
う
青
い
実
が
生
る
。
そ
こ

に
は
悲
し
み
の
来
歴
も
、
愁
い
の
そ
れ
も
問
わ
れ
な
い
。
独
立
し
て
増
殖
す
る

感
傷
そ
の
も
の
の
表
現
が
、
こ
の
場
合
は
主
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
《
あ

は
れ
》
や
《
か
な
し
み
》
や
《
う
れ
い
》
の
情
緒
を
と
も
な
わ
ず
に
、
そ
れ
が

色
薄
い
葉
か
げ
や
青
い
果
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
だ
け
で
表
現
さ
れ
る
な
ら
、
も

は
や
感
傷
と
い
う
情
緒
に
一
義
的
に
還
元
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

 
そ
の
た
め
に
は
感
傷
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
の
概
念
が
自
覚
さ
れ
、
対
象
化
さ

れ
、
他
の
諸
感
情
か
ら
分
離
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
白
秋
ま
で

の
詩
意
識
に
お
い
て
、
そ
れ
は
無
自
覚
な
表
出
だ
っ
た
。
無
自
覚
な
ま
ま
、
白

秋
に
お
い
て
、
感
傷
そ
れ
自
体
が
主
題
と
な
る
飽
和
点
に
ま
で
来
て
い
た
の
で

あ
る
。

 
さ
て
、
感
傷
と
い
う
概
念
は
、
白
秋
以
後
の
口
語
自
由
詩
生
成
の
舞
台
の
上

に
、
と
つ
ぜ
ん
、
ほ
と
ん
ど
暴
力
的
な
異
形
さ
で
登
場
し
て
き
た
。
そ
れ
は
萩

原
朔
太
郎
を
中
心
と
す
る
、
室
生
犀
星
、
山
村
暮
鳥
な
ど
の
人
魚
詩
社
の
同
人

た
ち
の
詩
意
識
に
お
い
て
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
詩
人
た
ち
が
、
白
秋

門
下
と
い
っ
て
い
い
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
納
得
も
で
き
よ
う
。
白
秋

に
お
い
て
こ
そ
飽
和
点
に
達
し
て
い
た
感
傷
は
、
こ
れ
ら
の
詩
人
、
な
か
で
も

朔
太
郎
に
診
い
て
、
強
く
自
覚
さ
れ
、
対
象
化
さ
れ
、
別
次
元
に
転
移
さ
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
人
魚
詩
社
が
設
立
さ
れ
た
の
が
、
大
正
三
年

六
月
。
そ
の
前
後
か
ら
の
数
年
の
詩
活
動
を
わ
た
し
は
言
語
革
命
と
呼
ん
で
い

（129）



る
の
だ
が
、
実
に
そ
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
っ
た
の
が
、
感
傷
な
の
で
あ
っ
た
。

 
わ
た
し
た
ち
が
読
み
う
る
限
り
で
の
、
最
初
の
朔
太
郎
に
お
け
る
感
傷
の
自

覚
は
、
こ
ん
な
形
で
訪
れ
て
い
る
。

 
私
の
詩
は
白
秋
氏
か
ら
推
賞
さ
れ
［
て
］
居
ま
す
、
け
れ
．
ど
も
あ
ま
り

に
一
本
調
子
で
あ
ま
り
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
だ
と
い
ふ
や
う
な
非
難
を
も

受
け
ま
し
た
、
自
分
で
も
そ
ん
な
に
思
ふ
こ
と
は
思
ふ
の
で
す
が
セ
ン
チ

メ
ン
タ
ル
と
真
情
詠
嘆
は
自
分
の
生
命
な
の
で
す
か
ら
如
何
と
も
仕
方
が

あ
り
ま
せ
ん
、
 
 
（
「
中
沢
豊
三
郎
宛
書
簡
・
大
正
三
年
二
月
九
日
付
」
）

 
自
秋
は
何
を
指
し
て
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
と
評
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

書
簡
の
時
期
か
ら
言
っ
て
、
後
に
「
愛
憐
詩
篇
」
（
『
純
情
小
曲
集
』
）
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
る
、
初
期
詩
篇
の
ど
れ
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
申
の
、
た
と
え
ば
「
利

根
川
の
ほ
と
り
」
や
、
そ
れ
と
同
趣
向
の
作
品
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
非
難
も

納
得
で
き
る
コ
そ
れ
は
白
秋
の
『
思
ひ
出
』
の
繊
細
な
セ
ン
チ
メ
ン
ト
に
比
べ

れ
ば
、
あ
ま
り
に
野
放
図
な
そ
れ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

き
の
ふ
ま
た
身
を
投
げ
ん
と
思
ひ
て

利
根
川
の
ほ
と
り
を
さ
ま
よ
ひ
し
が

水
の
流
れ
は
や
く
し
て

わ
が
な
げ
き
せ
き
と
め
る
す
べ
も
な
け
れ
ば

お
め
お
め
と
生
き
な
が
ら
へ
て

今
日
も
ま
た
河
原
に
来
り
石
投
げ
て
あ
そ
び
く
ら
し
つ
。

き
の
ふ
け
ふ

あ
る
甲
斐
も
な
き
わ
が
身
を
ば
か
く
ば
か
り
い
と
し
と
思
ふ
う
れ
し
さ

た
れ
か
は
殺
す
と
す
る
も
の
ぞ

抱
き
し
め
て
抱
き
し
め
て
こ
そ
泣
く
べ
か
り
け
れ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
利
根
川
の
ほ
と
り
」
）

 
こ
の
と
め
ど
も
な
く
盗
れ
て
く
る
感
傷
は
、
怪
死
が
自
己
愛
に
ほ
か
な
ら
な

い
、
朔
太
郎
の
心
の
傾
き
の
激
し
さ
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
心
の
筋
を
消
す
こ
と
で
、
 
《
銀
の
小
笛
》
の
《
す
す
り

泣
き
》
の
よ
う
な
、
繊
細
優
美
な
感
傷
そ
れ
自
体
を
主
題
化
し
え
た
白
秋
の
目

に
は
、
な
ん
と
も
感
傷
過
剰
に
見
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期

の
朔
太
郎
の
詩
を
、
一
篇
の
作
品
と
し
て
見
れ
ば
、
こ
の
過
剰
さ
こ
そ
が
危
う

さ
を
作
り
だ
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
朔
太
郎
が
同
じ
「
愛
憐

詩
篇
」
の
な
か
の
、
「
こ
こ
ろ
」
の
よ
う
な
典
雅
な
好
情
詩
に
お
さ
ま
り
き
る

セ
ン
チ
メ
ン
ト
に
自
足
し
え
て
い
た
ら
、
彼
は
単
な
る
白
秋
の
亜
流
に
と
ど
ま

る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
こ
ろ
を
ば
な
に
に
た
と
へ
ん

こ
こ
ろ
は
あ
ぢ
さ
る
の
花

も
も
い
う
に
咲
く
日
は
あ
れ
ど

う
す
む
ら
さ
き
の
思
ひ
出
ば
か
り
は
せ
ん
な
く
て
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
こ
こ
ろ
」
第
一
連
）

 
白
秋
が
「
断
章
」
に
お
い
て
、
感
傷
す
る
心
を
《
銀
の
琴
笛
》
の
《
す
す
り

泣
き
》
や
《
青
き
果
の
う
れ
ひ
》
に
た
と
え
た
よ
う
に
、
朔
太
郎
は
《
あ
ぢ
さ
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〆

み
の
花
》
や
《
夕
闇
の
園
生
の
ふ
き
あ
げ
》
 
（
第
二
連
）
に
た
と
え
て
い
る
。

も
と
よ
り
朔
太
郎
は
、
こ
の
感
傷
の
飽
和
点
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
．
で
き
な
か
っ

た
。 

先
の
書
簡
の
文
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
朔
太
郎
に
は
《
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

と
真
情
詠
嘆
は
自
分
の
生
命
》
と
い
う
強
い
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
お
そ
ら
く
は
そ
う
自
覚
す
る
心
の
傾
き
の
激
し
さ
こ
そ
が
、
白
秋
の
『
思

ひ
出
』
の
詩
意
識
に
お
い
て
飽
和
点
に
あ
っ
た
感
傷
を
、
別
次
元
に
越
え
さ
せ

た
も
の
だ
、
と
思
う
。

 
前
に
も
触
れ
た
が
、
朔
太
郎
が
暮
鳥
や
犀
星
な
ど
と
も
に
、
詩
と
宗
教
と
音

楽
の
研
究
を
目
的
と
す
る
こ
之
を
う
た
っ
て
、
人
魚
詩
章
を
設
立
し
た
の
は
大

正
三
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
感
傷
を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
す
る

の
も
、
ほ
ぼ
そ
れ
以
後
で
あ
る
。
同
年
九
月
と
推
定
さ
れ
る
暮
鳥
宛
の
書
簡
で

朔
太
郎
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

 
こ
こ
に
劇
詩
の
や
う
な
感
想
の
や
う
な
も
の
を
御
送
り
い
た
し
ま
し

た
、
こ
れ
は
風
景
の
原
稿
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
半
玉
の
や
う
な
風
景
の
誌

 
 
 
 
 
 
 

面
を
こ
ん
な
散
慢
な
者
で
ふ
さ
げ
る
こ
と
は
自
分
自
身
に
す
み
ま
せ
ん
、

…
…
（
中
略
）
…
…
私
と
室
生
君
の
立
場
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
す
、

感
傷
が
白
熱
さ
れ
、
細
魚
さ
れ
・
ば
さ
る
・
程
、
芸
術
は
光
っ
て
く
る
筈

だ
と
考
へ
て
居
り
ま
す
、
元
よ
り
主
義
な
ん
ぞ
は
ど
う
で
も
よ
い
や
う
な

も
の
で
す
が
、
あ
ん
ま
り
世
間
に
は
わ
か
ら
ず
や
が
多
い
か
ら
兎
に
角
人

魚
詩
社
の
主
張
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
書
い
て
見
た
の
で
す
、
そ
れ

と
、
も
ひ
と
つ
は
、
貴
兄
と
室
生
君
と
に
捧
げ
て
御
高
見
を
伺
ふ
た
め
に
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
山
村
暮
鳥
宛
書
簡
・
九
月
上
旬
（
推
定
）
」
）

《
感
傷
の
浬
桑
》
と
い
う
概
念
 
⊥
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎

 
こ
こ
で
く
風
景
〉
と
あ
る
の
は
、
暮
鳥
の
主
宰
す
る
詩
の
雑
誌
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
へ
寄
稿
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
断
り
な
が
ら
、
朔
太
郎
が
《
劇
詩
の

や
う
な
感
想
の
や
う
な
も
の
》
を
送
っ
て
い
る
こ
ど
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
実
際

は
ど
う
い
う
文
章
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
推
定
す
る
こ
と
は
で
き

る
。
こ
の
書
簡
の
一
ケ
月
ほ
ど
後
と
見
な
せ
る
「
風
景
」
（
大
正
三
年
十
月
号
）

に
、
劇
詩
「
魚
と
人
と
幼
児
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
題
名
の
下
に

《（

l
魚
詩
社
の
畏
友
に
捧
ぐ
）
》
と
い
う
詞
が
付
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
朔
太
郎
は
暮
鳥
に
自
分
と
犀
星
の
立
場
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
だ
と
言

い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
お
そ
ら
く
は
暮
鳥
も
含
ん
だ
人
魚
詩
社
の
主
張
と
い
う
こ

と
に
し
た
く
て
、
こ
の
劇
詩
風
の
作
品
を
書
い
た
の
だ
、
と
思
ふ
。
朔
太
郎
は

「
人
魚
詩
社
宣
言
」
と
付
記
の
あ
る
散
文
詩
形
の
作
品
を
、
こ
の
直
後
と
見
な

せ
る
時
期
に
二
つ
ほ
ど
書
い
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
同
種
の
性
格
の
も
の
だ
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
そ
う
で
あ
れ
ば
、
暮
鳥
が
「
魚
と
人
と
幼
児
」
を
、
「
風
景
」
に
載
せ
た
こ

と
は
、
む
ろ
ん
、
朔
太
郎
の
言
う
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
立
場
へ
の
同
調
を

み
ず
か
ら
表
明
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
作
品
は
作
者
自
身

も
散
漫
と
述
べ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
い
い
作
品
と
は
言
え
な
い
。
観
念
が
消
化

不
良
を
お
こ
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
。
劇
詩
は
〈
人
〉
〈
幼
児
〉

〈
魚
〉
が
対
話
す
る
形
で
進
行
す
る
が
、
そ
の
〈
幼
児
〉
の
発
言
を
、
次
に
引
く
。

 
視
よ
、
彼
の
輝
や
く
白
日
の
砂
丘
の
上
に
我
れ
の
死
は
あ
り
、
町
回
の

死
は
あ
り
、
視
よ
、
三
個
の
標
柱
は
十
字
架
な
り
。
そ
の
一
個
は
魚
、
そ

の
一
個
は
人
、
そ
の
一
個
は
幼
児
。
そ
の
一
個
は
盗
び
と
、
そ
の
一
個
は
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欺
騙
、
そ
の
一
個
は
人
の
子
を
懸
け
た
り
。
真
に
真
に
、
わ
れ
爾
に
告
げ

ん
。
か
く
し
て
「
凡
庸
」
の
没
楽
は
我
が
鼻
孔
に
捧
げ
ら
れ
「
概
念
」
の

穂
先
ひ
ら
め
き
て
血
は
そ
の
つ
め
た
き
「
理
智
」
の
柄
を
な
が
れ
た
り
。

癒
す
で
に
暮
に
及
び
て
、
悩
ま
し
き
黄
昏
の
微
動
の
あ
ひ
だ
、
我
れ
烈
し

く
血
を
吐
き
、
哀
し
み
極
ま
り
、
正
に
息
絶
え
ん
と
し
て
ゑ
り
ゑ
り
ら
ま

さ
ば
く
た
に
と
叫
べ
り
。
こ
れ
ぞ
人
間
が
有
す
る
唯
一
．
の
「
真
実
」
に
し

て
、
わ
が
唯
一
の
奇
蹟
、
唯
一
の
信
仰
、
'
唯
一
の
教
理
、
唯
一
の
生
命
、

唯
一
の
智
識
、
言
葉
の
中
の
言
葉
な
り
、
真
に
爾
等
に
告
げ
ん
、
こ
れ
を

訳
す
れ
ば
せ
ん
ち
め
ん
た
り
ず
む
と
い
う
言
葉
な
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
魚
と
人
と
幼
児
」
部
分
）

 
十
字
架
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
の
受
難
の
光
景
が
，
お
そ
ら
く
朔
太
郎
、
犀
星
、

暮
鳥
の
三
人
が
蒙
る
こ
と
に
な
る
、
詩
的
受
難
の
イ
メ
…
ジ
と
し
て
借
り
ら
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
を
語
る
〈
幼
児
〉
は
、
〈
耶
蘇
〉
と
同
一
視
さ

れ
て
い
る
。
先
の
暮
鳥
宛
書
簡
で
も
、
《
キ
リ
ス
ト
と
幼
児
よ
り
外
の
人
間
に

は
神
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
》
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
と
も
か
く
、
彼

が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
が
デ
ー
モ
ン
で
あ
り
、
幼
児
が
キ
リ

ス
ト
で
あ
り
、
魚
が
夜
の
太
陽
で
あ
り
、
異
端
が
受
難
で
あ
る
よ
う
な
混
沌
と

し
た
痛
ま
し
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
痛
ま
し
さ
で
息
絶
え
ん
と

し
て
吐
か
れ
る
こ
と
ば
が
、
〈
え
り
・
え
り
・
れ
ま
・
さ
ば
く
た
に
〉
で
あ
る

と
言
う
。
朔
太
郎
の
表
記
は
少
し
違
っ
て
い
る
が
、
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
イ
エ
ス

が
十
字
架
上
で
最
後
に
叫
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
ば
だ
。
彼
は
そ
こ
に
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ズ
ム
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
の
イ
メ
ー

ジ
に
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
吐
か
れ
る
最
期
の
こ
と
ば
に
、
究
極
の
セ
ン
チ
メ
ン

タ
リ
ズ
ム
を
見
る
発
想
は
、

返
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
の
朔
太
郎
の
幾
篇
も
の
詩
の
中
で
繰
り

 
之
こ
ろ
で
、
「
人
魚
詩
社
宣
言
」
と
い
う
付
記
を
も
っ
た
散
文
詩
形
の
作
品

は
二
つ
あ
る
。
い
ず
れ
も
長
編
だ
が
、
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」

（「

拷
ﾌ
」
大
正
三
年
十
月
）
と
、
「
感
傷
詩
論
」
（
「
詩
歌
」
大
正
三
年
十
二
月
）

で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
「
人
魚
詩
社
信
条
」
と
い
う
付
記
を
も
っ
た
長
編
散

文
詩
に
、
「
聖
餐
余
録
」
（
「
地
上
巡
礼
」
大
正
四
年
一
月
）
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
散
文
詩
「
遊
泳
」
（
「
地
上
巡
礼
」
大
正
三
年
十
一
月
）
、
「
秋
日
帰

．
郷
」
（
「
詩
歌
」
大
正
三
年
十
二
月
）
、
「
光
の
説
」
（
「
異
端
」
大
正
四
年
一
月
）

な
ど
も
、
朔
太
郎
の
感
傷
の
概
念
の
性
格
と
、
そ
れ
を
中
核
に
し
た
作
品
の
姿

を
示
し
て
い
る
。
朔
太
郎
か
ら
見
た
〈
人
魚
詩
社
〉
と
は
、
ま
さ
し
く
感
傷
を

キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
し
て
こ
そ
成
り
立
つ
結
社
だ
っ
た
。

 
こ
れ
ら
の
散
文
詩
の
う
ち
、
「
秋
日
帰
郷
」
と
「
聖
餐
余
録
」
以
外
は
、
ほ

ぼ
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
自
立
し
た
作
品
と
し
て

で
は
な
く
、
断
章
を
抜
き
出
す
形
で
論
ず
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

 
ま
ず
、
さ
き
の
「
魚
と
人
と
幼
児
」
に
見
ら
．
れ
た
く
神
〉
と
か
く
幼
児
〉
と

い
う
発
想
が
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど
ん
な
ふ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
朔
太
郎
は
聖
書
を
よ
く
読
ん
で
い
る
。
だ
か

ら
、
そ
の
発
想
の
根
は
、
聖
書
の
た
と
え
ば
「
マ
タ
イ
伝
」
の
中
の
、
イ
エ
ス

の
こ
と
ば
《
ま
こ
と
に
汝
ら
に
告
ぐ
、
も
し
汝
ら
翻
へ
り
て
幼
児
の
如
く
な
ら

ず
ば
、
天
国
に
入
る
を
得
じ
。
さ
れ
ば
誰
に
て
も
此
の
幼
児
の
ご
と
く
己
を
卑

う
す
る
者
は
、
こ
れ
天
国
に
て
大
な
る
者
な
り
。
》
に
あ
る
、
と
考
え
る
の
は

自
然
で
あ
ろ
う
。
イ
エ
ス
自
身
が
神
の
幼
児
で
あ
り
、
イ
エ
ス
の
よ
う
に
、
己
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を
低
く
し
な
け
れ
ば
天
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
信
仰
の
論

理
で
あ
る
。
そ
の
論
理
に
魅
せ
ら
れ
な
が
ら
、
信
仰
を
も
た
な
い
彼
は
、
感
傷

を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
す
る
詩
の
論
理
に
そ
れ
を
強
引
に
変
換
し
た
、
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

 
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」
に
お
い
て
も
、
 
《
幼
児
が
神
に
な

る
。
》
と
い
う
一
行
が
あ
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、
次
の
断
章
が
き
て
い
る
。

 
幼
児
は
真
実
で
あ
り
、
神
は
純
一
至
高
の
感
傷
で
あ
る
、
神
の
感
傷
は

玲
朧
晶
玉
の
如
く
に
三
二
で
あ
る
。
神
は
理
想
で
あ
る
、
人
は
神
に
な
る

ま
え
硝
子
玉
の
如
く
白
熱
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
奇
蹟
を
啓
示
す
る
も
の
は
神
な
り
、
神
と
は
宇
宙
の
大
精
力
な
り
、

之
と
交
歓
し
得
る
も
の
人
間
の
感
傷
以
外
に
あ
る
こ
と
無
し
。

而
し
て

幼
児
と
聖
人
は
神
に
聴
か
れ
ん
た
め
に
祈
禧
し
、
街
学
者
お
よ
び
説
教
者
は

傍
人
に
聴
か
れ
ん
た
め
に
祈
薦
す
。

前
者
の
祈
疇
は
『
詩
』
な
り
、
そ
の
最
も
単
純
な
る
も
の
と
難
も
尚
『
詩
』

と
い
ふ
を
得
べ
し
。
後
者
の
祈
薦
に
至
り
て
は
『
演
説
』
に
し
て
詩
に
非
ず

そ
の
最
も
生
悟
虚
血
を
撮
む
る
者
と
難
も
尚
詩
形
を
借
り
た
る
論
文
に
外
な

ら
ず
。
而
し
て
祈
疇
に
概
念
あ
る
こ
と
な
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
感
傷
詩
論
」
第
二
十
八
、
二
十
九
連
）

 
真
実
は
実
態
で
あ
る
、
感
傷
は
光
で
あ
る
。

 
幼
児
の
手
が
磨
か
れ
る
と
き
に
、
號
珀
が
生
ま
れ
る
。
彼
は
真
珠
之
な

る
。
そ
し
て
昇
天
す
る
。

 
 
 
 
 
 
（
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」
第
六
、
七
連
）

 
哲
人
は
詩
人
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
。
彼
は
、
最
も
よ
く
神
を
知
っ
て
居

る
と
自
負
す
る
と
こ
ろ
の
、
人
間
で
あ
る
。
然
も
実
際
は
、
最
も
よ
く
神
を
知

ら
な
い
、
人
間
で
あ
る
。
彼
は
偉
大
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
決
し
て
神
を
見
た
こ

と
が
な
い
。

神
を
見
る
も
の
は
幼
児
よ
り
外
に
な
い
。

神
と
は
『
詩
』
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
（
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」
第
九
、

十
連
）

 
た
い
へ
ん
直
観
的
、
恣
意
的
な
こ
と
ば
の
使
い
方
が
し
て
あ
る
。
先
に
も
書

い
た
よ
う
に
、
す
で
に
詩
の
論
理
に
変
換
さ
れ
て
い
る
の
で
、
〈
神
〉
と
い
う

概
念
も
、
む
ろ
ん
、
信
仰
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
能

力
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
〈
神
〉
と
は
く
詩
〉
で
あ
り
、

《
奇
蹟
を
啓
示
す
る
も
の
》
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
奇
蹟
〉
と
は
こ
と

ば
の
関
係
に
よ
っ
て
実
現
す
る
未
知
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
あ
り
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ

ろ
う
。
朔
太
郎
は
そ
う
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
彼
の
独
断
的
に
抽
象
さ
れ
た
論

理
を
た
ど
り
直
せ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

 
〈
幼
児
〉
も
、
ま
た
、
概
念
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
無
垢
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
。
「
こ
れ
ら
の
詩
篇
よ
り
も
、
わ
ず
か
ば
か
り
前
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
草
稿
ノ
ー
ト
（
全
集
第
十
二
巻
『
ノ
ー
ト
こ
）
で
も
、
こ
の
両
者
の
関
係
は
、

《
幼
児
が
幼
児
と
し
て
生
長
す
る
と
き
に
は
い
っ
か
き
っ
と
神
に
な
る
。
成
人

は
到
底
神
に
な
れ
な
い
。
最
も
賢
こ
い
成
人
で
も
尚
聖
人
以
上
に
な
れ
な
い
。
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あ
ら
ゆ
る
天
才
は
幼
児
が
幼
児
と
し
て
生
長
し
た
も
の
だ
。
》
と
さ
れ
て
い
た
。

《
幼
児
が
幼
児
と
し
て
生
長
す
る
。
》
と
い
う
こ
と
は
、
神
（
詩
）
の
子
と
し

て
宿
命
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
、
神
の
子
と
し
て
成
長
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
常
識
や
既
定
の
モ
ラ
ル
な
ど
、
人
と
人
と
の
社

会
的
交
通
を
可
能
に
す
る
、
通
貨
の
よ
う
な
概
念
に
よ
っ
て
、
世
界
を
と
ら
え

な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
概
念
的
、
実
体
的
思
考
め
排
除
と
い
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
〈
幼
児
〉
が
、
〈
神
〉
で
あ
る
よ
う
な
無
垢
、
そ
の
狂
気
の
よ
う
な

無
垢
が
、
朔
太
郎
に
と
っ
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。

 
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
極
致
は
、
ゴ
ー
ガ
ン
だ
、
ゴ
ッ
ホ
だ
、
ビ
ア

ゼ
レ
だ
、
グ
リ
ー
ク
だ
、
狂
気
だ
、
ラ
ジ
ウ
ム
だ
、
蛍
だ
、
太
陽
だ
、
奇

蹟
だ
、
耶
蘇
だ
、
死
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」
第
一
連
）

 
哲
学
は
概
念
で
あ
る
。
思
想
で
あ
る
。
形
で
あ
る
。

 
詩
は
、
光
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
感
傷
で
あ
る
。
生
命
そ
の
も
の

で
あ
る
。

 
哲
人
も
往
詣
に
し
て
詩
を
作
る
。
あ
る
観
念
の
も
と
に
詩
を
作
る
。
勿

論
そ
れ
等
の
詩
（
？
）
は
、
形
骸
ば
か
り
の
死
物
で
あ
る
。
勿
論
、
生
命

が
な
い
。
感
動
が
な
い
。

 
然
る
に
、
地
上
の
白
痴
は
、
群
集
し
て
礼
拝
す
る
。
白
痴
の
信
仰
は
、

感
動
で
な
く
し
て
、
恐
怖
で
あ
る
。

 
 
ぼ
ん

 
下
品
の
感
傷
と
は
、
新
派
劇
で
あ
る
。
中
品
の
感
傷
と
は
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
の
小
説
で
あ
る
。
上
品
の
感
傷
と
は
、
十
字
架
上
の
耶
蘇
で
あ
る
、

仏
の
浬
契
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
地
上
の
奇
蹟
で
あ
る
。

 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
大
乗
の
感
傷
に
は
、
時
と
し
て
理
性
が
と
も
な
ふ
。
け
れ
ど
も
理
性
が

理
性
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
観
念
で
あ
り
、
哲
学
で
あ
っ

て
『
詩
』
で
は
な
い
。

 
感
傷
の
浬
葉
に
の
み
『
詩
』
が
生
れ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
何
等
の
観

念
も
な
い
、
思
想
も
な
い
、
概
念
も
な
い
、
象
徴
の
た
め
の
象
徴
も
な
い
、

芸
術
の
た
め
の
芸
術
も
な
い
。

．
（
「
S
E
N
T
I
M
E
N
T
A
」
I
S
M
」
第
十
二
、
十
三
、
十
四
連
）

 
こ
う
し
て
感
傷
の
概
念
は
、
錯
乱
的
に
拡
張
さ
れ
、
段
階
化
さ
れ
、
聖
化
さ

れ
、
前
言
語
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
詩
が
生
ま
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
《
感

傷
の
浬
葉
》
と
は
、
哲
学
や
観
念
、
理
性
的
思
考
を
溶
融
し
た
、
ほ
と
ん
ど
無

意
識
化
し
た
心
的
領
域
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
当
然
、
社
会
的
に
流
通

し
て
い
る
感
傷
の
概
念
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は
段
階
づ
け
ら
れ
ざ
る
を

え
な
い
。
観
客
の
涙
を
絞
る
新
派
劇
は
下
品
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
ド

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
感
傷
は
中
品
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
、
最
高
段

階
の
感
傷
が
、
十
字
架
上
の
キ
リ
ス
ト
や
釈
迦
の
浬
葉
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る

の
か
。
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な

こ
と
の
一
つ
は
、
そ
こ
で
地
上
の
論
理
や
理
性
を
超
越
し
た
〈
奇
蹟
〉
が
実
現

し
た
か
ら
だ
ろ
う
。
「
感
傷
詩
論
」
で
も
《
耶
蘇
の
素
足
は
砂
に
ま
み
れ
、
そ

の
手
は
奇
蹟
を
生
み
、
そ
の
言
葉
は
感
傷
に
震
へ
た
り
》
 
《
祈
疇
と
は
奇
蹟
を

希
願
ふ
の
言
葉
、
而
し
て
詩
は
地
上
の
奇
蹟
》
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
、
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
と
い
え
ど
も
、
散
文
（
リ
ア
リ
ズ
ム
）
で
は
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば

の
関
係
に
よ
る
、
未
知
の
あ
る
い
は
混
在
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
〈
奇
蹟
〉
を
実

現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朔
太
郎
の
考
え
で
は
、
概
念
的
な
思
考
を
無
化
し
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た
《
感
傷
の
浬
桑
》
と
し
て
の
詩
だ
け
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

 
も
と
よ
り
、
既
成
の
詩
の
観
念
で
あ
る
《
象
徴
の
た
め
の
象
徴
》
も
《
芸
術

の
た
め
の
芸
術
》
も
、
こ
の
言
語
上
の
〈
奇
蹟
〉
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
彼
は
、
す
べ
て
の
既
成
の
思
考
の
枠
組
み
を
溶
融
す
る
、
こ
の
感
傷

と
い
う
無
意
識
の
表
現
を
、
結
局
、
前
時
代
の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
く
象
徴
〉

と
い
う
こ
と
ば
で
、
呼
ん
で
み
る
し
が
な
か
っ
た
。
 
《
感
傷
が
白
熱
す
る
と
き

言
葉
は
象
徴
の
形
式
を
帯
ぶ
。
》
 
（
「
感
傷
詩
論
」
）
と
言
う
よ
う
に
。

 
朔
太
郎
は
、
自
分
で
も
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
、
こ
の
〈
象
徴
〉
と
い
う
タ
ー

ム
で
は
、
そ
の
枠
組
み
を
越
え
て
い
る
、
次
の
よ
う
な
〈
光
〉
と
く
色
〉
の
対

比
、
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
る
領
域
が
、
何
で
あ
る
の
か
を
う
ま
く
語
れ
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

光
は
『
形
』
で
な
く
て
『
命
』
で
あ
る
。
概
念
で
な
く
て
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

光
は
音
波
で
も
あ
る
、
熱
で
も
あ
る
。
え
え
て
る
で
も
あ
る
。
所
詮
、
光

は
理
解
で
な
く
て
感
知
で
あ
る
。

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

光
と
は
詩
で
あ
る
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
光
の
説
」
第
六
、
七
連
）

光
は
色
の
急
速
に
旋
廻
し
た
炎
燃
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
光
に
は
七
色
あ
る
。

理
智
、
信
条
、
道
理
、
意
志
、
観
念
、
等
そ
の
他
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
九
連
）

色
は
悉
く
概
念
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
十
二
連
）

《
感
傷
の
浬
桑
》
と
い
う
概
念
 
⊥
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎

色
が
色
と
し
て
単
に
配
列
さ
れ
た
も
の
は
、
哲
学
で
あ
る
、
科
学
で
あ
る
、

思
想
で
あ
る
、
小
説
で
あ
る
。

色
が
融
熱
し
て
廻
転
を
始
め
た
と
き
に
、
色
と
色
と
が
混
濁
し
て
或
る
一

色
と
な
る
。
け
れ
ど
も
詣
れ
は
色
で
あ
る
が
故
に
尚
概
念
で
あ
る
。
す
な

は
ち
感
傷
の
油
を
差
し
て
一
層
の
加
速
度
を
與
へ
た
場
合
に
始
め
て
色
は

消
滅
す
る
。
す
な
は
ち
『
光
』
が
生
れ
る
、
す
な
は
ち
『
詩
』
が
生
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
第
十
五
連
）

 
む
ろ
ん
、
〈
光
〉
も
く
色
〉
一
も
比
喩
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
本
来
、
自
然

界
の
色
は
連
続
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
黄
、
黄
緑
、
緑
、
青
、
藍
の
差
異
は
、

概
念
に
よ
る
相
対
的
な
区
別
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
い
っ
た
ん
そ
の
区
別
を

受
け
入
れ
る
と
、
世
界
は
あ
た
か
も
絶
対
的
に
先
験
的
に
、
そ
の
よ
う
に
分
割

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
う
。
対
象
的
な
世
界
を
《
理
智
、
信

条
、
道
理
、
意
思
、
観
念
、
等
》
の
、
す
で
に
與
え
ら
れ
て
い
る
概
念
的
な
差

異
で
捕
ら
え
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
色
の
分
割
を
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
受
け

入
れ
る
こ
と
に
似
て
い
み
。
哲
学
や
科
学
、
思
想
や
小
説
は
、
世
界
を
色
（
概

念
）
と
し
て
配
列
（
区
別
）
す
る
こ
と
を
疑
わ
な
い
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
言
語

だ
。
朔
太
郎
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
〈
色
〉
の
比
喩
は
、
こ
れ
を
言
い
直

せ
ば
、
以
上
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

 
そ
れ
に
対
し
て
〈
光
〉
は
、
〈
色
〉
の
よ
う
な
概
念
的
な
差
異
を
無
化
す
る

も
の
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
。
 
《
光
は
色
の
急
速
な
旋
廻
し
た
炎
熱
リ
ズ
ム
》

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
概
念
の
区
別
が
終
わ
っ
た
之
こ
ろ
で
く
光
〉
と
し
て
現

れ
て
く
る
感
傷
こ
そ
は
、
無
意
識
の
領
域
で
あ
ろ
う
。
本
当
は
、
意
識
下
に
お
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い
て
非
実
体
的
に
流
動
し
溶
融
す
る
も
の
の
比
喩
と
い
う
こ
と
な
ら
、
別
に

〈
光
〉
で
は
な
く
て
も
、
〈
水
〉
で
も
よ
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
〈
色
〉
と
の
対
概
念
で
呼
び
求
め
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
以
外
に
も
、
時
代
的
影
響
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

 
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
大
岡
信
や
磯
田
光
一
に
よ
っ
て
、
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
明
治
末
年
に
『
梁
塵
秘
抄
』
の
一
部
が
発
見
さ
れ
た
の
に
と
も
な
い
、
当

時
の
詩
歌
や
文
芸
の
世
界
に
光
明
賛
仰
の
テ
ー
マ
が
広
が
っ
た
。
む
ろ
ん
、
そ

れ
が
広
が
る
に
は
幸
徳
秋
水
ら
の
大
逆
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
、
陰
欝
な
社
会
的

な
背
景
が
あ
っ
た
が
、
特
に
北
原
白
秋
の
詩
集
『
白
金
之
独
楽
』
歌
集
『
雲
母

集
』
や
、
斎
藤
茂
吉
の
歌
集
『
赤
光
』
『
あ
ら
た
ま
』
な
ど
に
光
明
思
慕
の
傾

向
が
著
し
い
。
大
岡
信
は
、
お
な
じ
光
明
思
慕
と
言
っ
て
も
、
白
秋
の
詩
歌
に

見
ら
れ
る
も
の
は
、
 
《
一
点
の
騎
り
も
な
い
煙
干
た
る
白
金
光
の
輝
き
》
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
茂
吉
の
〈
光
〉
は
《
騎
を
排
斥
せ
ず
、
む
し
ろ
さ
ま
ざ
ま
な

騎
に
よ
っ
て
鈍
く
さ
れ
、
曇
り
さ
え
し
て
い
る
「
潜
光
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
》
 
（
『
萩
原
朔
太
郎
』
）
と
、
そ
の
性
格
の
違
い
を
指
摘
し
て
い
る
。

 
そ
し
て
、
大
岡
は
更
に
萩
原
朔
太
郎
の
〈
光
〉
へ
の
執
着
も
、
こ
う
し
た
時

代
的
な
雰
囲
気
の
な
か
で
生
じ
た
現
象
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
 
《
朔
太
郎
の
触

知
し
て
い
る
光
は
、
発
光
体
そ
の
も
の
と
し
て
の
彼
自
身
の
肉
身
に
食
い
入
っ

て
お
り
、
疾
患
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
ず
、
物
象
か
ら
「
全
く
新
ら
し
い
有

機
体
を
化
成
す
る
」
働
き
に
お
い
て
こ
そ
「
光
」
で
あ
る
よ
う
な
光
、
言
い
か

え
れ
ば
、
ど
っ
ぶ
り
と
生
理
の
闇
に
つ
か
っ
て
い
る
光
で
あ
る
》
と
、
述
べ
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
光
現
象
の
違
い
が
、
う
ま
く
言
い
当
て
ら
れ
て
い
る
が
、

朔
太
郎
の
場
合
は
、
感
傷
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
の
関
連
が
見
失
わ
れ
て

は
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
〈
光
〉
と
は
感
傷
で
あ
り
、
感
傷
と
は
概
念
的
思
考
の
下

に
隠
さ
れ
て
い
る
無
意
識
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
領
域
へ
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
働
き
で
あ
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
朔
太
郎
は
そ
の
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
、
も
っ
ぱ
ら
リ
ズ
ム
概
念
で
考
え
よ
う
ど
し
て
、
論
理
的

に
偏
向
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
…
…
。

 
こ
れ
ら
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
風
の
散
文
詩
が
書
か
れ
て
い
た
頃
、
や
は
り
、
〈
光
〉

に
つ
い
て
、
彼
は
前
に
も
引
い
た
草
稿
ノ
コ
ト
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
を
し
て

い
る
。

 
此
頃
僕
の
内
部
で
何
か
え
た
い
の
わ
か
ら
ぬ
奇
異
な
光
が
受
胎
し
て
居

る
そ
い
つ
が
だ
ん
だ
ん
あ
ば
れ
出
す
。

 
併
し
ま
だ
外
壁
が
厚
い
の
で
容
易
に
外
部
へ
は
み
出
し
て
来
な
い
。
そ

れ
が
非
常
に
苦
し
い
。
実
際
、
所
産
前
の
窒
息
的
苦
悩
だ
。
毎
日
わ
け
の

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
紙
片
に
書
い
て
居
る
。
い
よ
い
よ
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル

の
孔
孟
が
近
づ
い
て
来
た
や
う
に
思
ふ
。
天
地
が
ま
ぶ
し
く
て
瞳
が
く
ら

み
さ
う
だ
。
九
月
の
太
陽
は
密
雲
に
蓋
は
れ
て
居
る
。
何
を
み
て
も
輪
光

が
み
え
る
。
こ
れ
は
歓
喜
だ
。
実
に
針
の
や
γ
な
苦
痛
だ
。
絶
息
だ
。
た

ま
ら
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
ノ
ー
ト
一
」
）

 
こ
の
《
何
か
え
た
い
の
わ
か
ら
ぬ
奇
異
な
光
》
は
、
感
傷
と
い
う
無
意
識
か

ら
発
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
し
て
い
く
こ
と
は
確
実
に
こ
れ

ま
で
の
詩
的
規
範
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
で
も
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
こ
と
を
書
き
と
め
て
い
る
と
い
う
実
感
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、

そ
こ
で
課
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
た
ん
に
口
語
自
由
詩
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
口
語
自
由
詩
が
現
代
の
詩
た
り
う
る
よ
う
な
、
こ
と
ば
の
質
が
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試
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
詩
史
的
な
臨
界
点
が
、
朔
太
郎
と
い
う
個

人
の
場
所
で
実
現
す
る
快
楽
と
苦
痛
が
、
お
そ
ら
く
《
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
の
浬

桑
》
と
い
う
こ
と
ば
で
自
覚
さ
れ
て
い
る
。

 
で
は
、
そ
の
《
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
浬
桑
》
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
詩
作

品
と
し
て
現
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
「
感
傷
の
塔
」
（
『
詩
歌
』
大
正

三
年
十
月
）
を
引
い
て
お
き
た
い
。

塔
は
額
に
き
っ
か
る
、

蛍
を
も
っ
て
窓
を
あ
か
る
く
し
、

塔
は
す
る
ど
く
青
ら
み
空
に
立
つ
、

あ
あ
我
が
塔
を
き
つ
く
の
額
は
血
み
ど
ろ
、

肉
や
ぶ
れ
い
た
み
ふ
ん
す
る
す
れ
ど
も
、

な
や
ま
し
き
感
傷
の
塔
は
光
に
向
ひ
て
伸
長
す
、

い
や
さ
ら
に
伸
長
し
、

そ
の
愁
も
青
空
に
と
が
り
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
感
傷
の
塔
」
第
一
連
）

 
わ
た
し
た
ち
は
す
で
に
白
秋
に
お
い
て
、
感
傷
そ
れ
自
体
が
無
自
覚
な
ま
ま

詩
の
主
題
と
な
る
、
い
わ
ば
飽
和
点
と
な
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
見

て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
主
題
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
感
傷
は
詩
人
の
主
観

に
ま
つ
わ
り
つ
く
情
緒
で
も
感
情
で
も
な
く
、
客
体
と
し
て
の
物
の
よ
う
に
対

象
化
さ
れ
て
い
る
。
朔
太
郎
は
メ
タ
フ
ァ
ー
と
い
う
方
法
を
知
ら
な
い
（
自
覚

が
な
い
）
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
象
徴
と
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し

《
感
傷
の
浬
樂
》
と
い
う
概
念
 
⊥
言
語
革
命
期
の
萩
原
朔
太
郎

か
し
、
こ
の
隠
喩
的
方
法
に
よ
っ
て
出
現
し
て
き
た
の
は
、
ま
さ
し
く
未
知
の

イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
額
の
肉
を
血
み
ど
ろ
に
破
っ
て
築
か
れ
、
．
空
に

向
か
っ
て
鋭
く
立
つ
青
い
塔
で
あ
り
、
そ
れ
は
光
に
向
か
っ
て
伸
長
し
つ
づ
け

て
い
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
《
感
傷
の
塔
》
は
痛
ま
し
い
受
難
の
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
、
彼
の
内
部
の
自
己
破
壊
的
な
リ
ビ
ド
ー
の
姿
を
映
し
だ
し
て
い
る
。

 
先
に
見
た
よ
う
に
、
感
傷
は
〈
光
〉
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
次
の

「
磨
か
れ
た
る
金
属
の
手
」
（
「
詩
歌
」
大
正
三
年
十
一
月
）
に
お
け
る
、
光
る

手
の
オ
ブ
ジ
ェ
も
感
傷
の
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

手
は
え
れ
き

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

手
は
ぷ
ら
ち
な

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

手
は
ら
う
ま
ち
ず
む
の
い
た
み
、

手
は
樹
心
に
光
り
、

魚
に
光
り
、

墓
石
に
光
り
、

手
は
あ
き
ら
か
に
光
る
、

ゆ
く
と
こ
ろ
、

す
で
に
肢
体
を
は
な
れ
、

炎
炎
灼
熱
し
狂
気
し
、

指
ひ
ら
き
啓
示
さ
る
る
と
こ
ろ
の
、

手
は
宇
宙
に
あ
り
て
光
る
、

光
る
金
属
の
実
れ
の
手
く
び
、

す
る
ど
く
磨
か
れ
、

わ
れ
の
瞳
を
め
し
ひ
、
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わ
れ
の
肉
を
や
ぶ
り
、

わ
れ
の
骨
を
き
ず
つ
く
に
よ
り
、

罹
る
べ
し
図
る
べ
し
、

手
は
白
き
疾
患
の
ら
ち
う
む
、

ゆ
び
い
た
み
烈
し
く
な
り
、

わ
れ
ひ
そ
か
に
針
を
の
む
。

（「

≠
ｩ
れ
た
る
金
属
の
手
」
）

 
こ
こ
で
く
手
〉
は
、
身
体
の
一
部
と
し
て
の
有
機
的
関
連
を
断
た
れ
、
〈
金

属
の
手
〉
と
い
う
オ
ブ
ジ
ェ
と
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
手
〉
は
空
中

に
遍
在
し
、
飛
び
交
い
、
そ
れ
が
行
く
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
も
発
光
し
て
い
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
《
炎
炎
灼
熱
し
狂
気
し
》
、
鋭
く
磨
か
れ
て
、
 
《
わ
れ
の
瞳
》

や
肉
、
骨
を
傷
つ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
暴
力
的
、
自
己
破
壊
的
な
〈
手
〉
の

イ
メ
ー
ジ
に
も
、
朔
太
郎
の
無
意
識
に
お
け
る
リ
ビ
ド
ー
の
危
機
が
感
じ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
十
数
年
後
の
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
、
西
脇
順
三
郎
が
《
連

想
の
暴
風
》
 
（
「
超
現
実
主
義
詩
論
」
）
と
呼
ん
だ
手
法
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
出

現
し
て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

 
こ
こ
ま
で
見
て
く
れ
ば
、
朔
太
郎
の
言
語
革
命
期
に
お
け
る
キ
ー
・
ワ
ー
ド

た
る
、
感
傷
の
概
念
自
身
が
変
容
し
、
無
効
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
朔
太
郎
は
そ
れ
を
ほ
か
の
ど
う
い
う
こ
と
ば
で
呼
ん
で
よ
い
の

か
を
知
ら
な
か
っ
た
。
詩
意
識
よ
り
は
る
か
先
に
作
品
の
試
み
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
論
理
と
し
て
そ
の
落
差
を
埋
め
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
彼
の
・
《
感

傷
の
浬
葉
》
の
モ
テ
ィ
ー
フ
自
体
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
た

ち
は
最
初
の
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
の
「
序
」
（
「
詩
歌
」
大
正
六
年
二
月
号
に

前
も
っ
て
発
表
さ
れ
た
）
の
文
章
に
、
す
で
に
感
傷
の
概
念
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
か
わ
り
に
登
場
し
て
き
て
い
る
の
は
、
感
情
と
い
う
キ
i
・
ワ
ー

ド
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
方
が
む
し
ろ
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
感
傷
の
概
念
に

似
て
い
る
。
こ
の
逆
説
に
近
代
詩
が
現
代
詩
に
転
換
し
て
い
く
過
度
期
の
ア
ポ

リ
ア
と
い
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 
終
わ
り
に
、
《
感
傷
の
浬
葉
》
を
表
現
し
て
い
る
最
高
の
作
品
「
秋
日
帰
郷
」

を
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
が
、
す
で
に
わ
た
し
は
こ
の
長
編
詩
を
詳
細
に

論
じ
て
い
る
（
「
『
聖
三
稜
破
璃
』
と
言
語
革
命
（
上
）
」
）
。
こ
こ
で
は
こ
れ
を

含
め
、
こ
の
小
論
で
取
り
上
げ
た
す
べ
て
の
作
品
、
こ
れ
と
同
傾
向
の
作
品
の

ほ
と
ん
ど
が
、
『
月
に
吠
え
る
』
の
収
録
か
ら
は
ず
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
い
わ
ば
〈
感
情
〉
が
く
感
傷
〉
を
追
放
し
た
の
で
あ
る
。
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