
《
喪
失
》
の
自
覚

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」

と

「
渡
り
鳥
」

と

鶴

谷

憲

三

 
 
 
 
 
は
じ
め
に

 
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
『
世
紀
』
昭
9
・
1
0
）
に
は
く
こ
れ
と
い
っ
た
山

場
は
作
っ
て
い
な
い
が
、
淀
み
の
な
い
文
章
と
心
理
的
な
駈
け
引
き
の
興
味
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ

ら
読
者
を
惹
き
つ
け
る
魅
力
を
充
分
持
っ
て
い
る
作
品
〉
、
〈
自
我
と
は
無

に
映
じ
た
、
他
者
と
自
己
の
夢
の
影
絵
〉
で
あ
り
、
〈
人
間
の
実
質
に
、
き
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
て
忠
実
に
振
舞
，
つ
た
〉
人
物
を
形
象
化
し
た
作
品
等
の
分
析
が
す
で
に
あ

る
。
も
っ
と
も
詳
細
に
論
及
し
て
い
る
の
は
管
見
で
は
川
崎
和
啓
氏
の
「
『
彼

は
昔
の
彼
な
ら
ず
』
の
作
品
的
意
味
-
太
宰
治
と
自
我
喪
失
の
不
安
1
」
（
『
国

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

文
学
孜
』
平
2
・
9
）
で
あ
る
。
氏
は
拙
稿
を
枕
と
し
て
〈
「
近
代
人
の
無

性
格
」
と
い
う
視
点
〉
に
こ
そ
こ
の
作
品
の
眼
目
が
あ
る
と
、
当
時
の
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
受
容
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
自
説
を
展
開
す
る
。
引
用
が
長
く
な

る
が
川
崎
氏
が
指
摘
す
る
拙
稿
の
不
明
確
さ
は
次
の
点
で
あ
る
。

 
 
 
鶴
谷
氏
は
矢
崎
弾
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」

 
 
を
「
自
意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
と
規

 
 
定
し
、
時
代
的
背
景
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
読
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

 
 
限
り
で
は
氏
の
試
み
は
正
当
な
も
の
と
言
え
る
が
、
し
か
し
、
氏
も
、
こ

 
 
の
作
品
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
自
我
意
識
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の

 
 
か
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
提
出
し
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
、

 
 
「
自
意
識
の
過
剰
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
近
代
人
の
無
性
格
」
と
い
う
こ
と

 
 
に
よ
り
重
点
を
置
い
て
い
る
の
に
、
氏
が
逆
に
、
「
自
意
識
の
過
剰
」
「
混

 
 
沌
と
し
た
自
我
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
こ
の
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
し

 
 
て
い
る
点
に
、
そ
も
そ
も
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
川
崎
氏
の
こ
の
指
摘
に
は
基
本
的
に
異
論
は
な
い
。
拙
稿
に
ど
こ
か
《
ず

れ
》
や
曖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
は
発
表
後
か
ら
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
欠
点
を
さ

ら
に
増
幅
さ
せ
て
い
る
の
は
、
語
り
の
構
造
の
解
明
に
力
点
が
あ
る
の
か
、
作

品
の
持
つ
意
義
に
重
点
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
も
わ
れ
て
い
る
点
が
否
め
な

い
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
者
は
二
元
的
な
も
の
で
な
く
、
意
味
世
界

の
解
明
に
は
等
価
な
の
で
あ
る
が
、
不
徹
底
と
い
う
憾
み
は
や
は
り
残
る
。
こ

の
…
機
会
を
か
り
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
を
再
考
す
る
の
が
こ
こ
で
の
目
的

で
あ
る
の
だ
が
、
い
ま
一
つ
気
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
か
っ
て
は
一
切

言
及
し
な
か
っ
た
が
、
主
人
公
木
下
青
扇
が
自
己
省
察
す
る
と
き
に
あ
ら
わ
れ

る
〈
渡
り
鳥
〉
性
と
い
う
言
葉
の
実
質
で
あ
る
。
青
扇
が
マ
ダ
ム
の
後
の
文
学

少
女
と
同
棲
し
て
い
る
時
、
私
と
の
や
り
と
り
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
青

縞
は
言
う
。
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《
喪
失
〉
の
自
覚
 
1
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
し
と
「
渡
り
鳥
」
と



 
 
 
渡
り
鳥
と
い
ふ
の
は
悲
し
い
鳥
で
す
な
、
旅
が
生
活
な
の
で
す
か
ら
ね

 
 
え
。
ひ
と
と
こ
ろ
に
じ
っ
と
し
て
を
れ
な
い
宿
命
を
負
う
て
み
る
の
で
す
。

 
 
わ
た
く
し
、
こ
れ
を
一
元
描
写
で
や
ら
う
と
思
ふ
の
さ
。
私
と
い
ふ
若
い

 
 
渡
り
鳥
が
、
た
だ
東
か
ら
西
、
西
か
ら
東
と
う
ろ
う
ろ
し
て
み
る
う
ち
に

 
 
老
い
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
主
題
な
の
で
す
。
（
傍
点
鶴
谷
、
以
下
断
り
な
い

 
 
限
り
同
様
と
す
る
。
）

 
こ
の
主
恩
扇
の
話
を
聞
い
た
帰
途
、
私
も
次
の
よ
う
に
思
う
。

 
 
 
ふ
と
僕
は
彼
の
渡
り
鳥
の
話
を
思
ひ
出
し
た
の
だ
。
突
然
、
僕
と
彼
と

 
 
の
相
似
を
感
じ
た
。
…
（
中
略
）
…
僕
は
彼
の
渡
り
鳥
の
小
説
に
た
い
へ
ん

 
 
な
興
味
を
持
ち
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
κ
お
い
て
の
右
の
箇
所
は
、
木
下
青

扇
の
出
鱈
目
さ
、
そ
の
卑
し
の
ぎ
の
一
挿
話
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
太
宰
治
に

後
年
「
渡
り
鳥
」
（
『
群
像
』
昭
2
3
・
4
）
な
る
小
説
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ

り
、
こ
こ
で
の
根
無
草
の
悲
哀
と
い
う
点
で
は
全
く
通
女
し
て
い
る
と
思
う
の

で
あ
る
。
太
宰
治
の
作
家
生
活
は
昭
和
八
年
に
は
じ
ま
り
、
二
十
三
年
に
終
る

十
五
年
間
で
あ
る
。
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
は
、
作
家
生

活
の
出
発
と
終
り
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

後
年
太
宰
治
は
自
ら
の
作
家
活
動
の
時
期
を
〈
実
に
悪
い
時
代
で
あ
っ
た
。
そ

の
期
間
に
、
愛
情
の
問
題
だ
の
、
信
仰
だ
の
、
芸
術
だ
の
と
言
っ
て
、
自
分
の

旗
を
守
り
と
ほ
す
の
は
、
実
に
至
難
の
事
業
で
あ
っ
た
。
〉
（
「
十
五
年
間
」
）
と

嘆
息
し
つ
つ
、
回
顧
し
て
い
る
。
太
宰
治
の
作
家
活
動
は
昭
和
六
年
の
満
州
事

変
、
昭
和
十
二
年
の
支
那
事
変
の
拡
大
、
昭
和
十
六
年
の
大
東
亜
戦
争
と
、
日

本
の
国
策
、
と
り
わ
け
言
論
統
制
と
い
う
問
題
と
は
き
り
は
な
せ
ぬ
関
連
を
有

す
。
本
来
な
ら
禁
忌
や
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
敗
戦
後
に
大
き
な
認
識
の
変
化

を
来
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
環
境
は
変
化
す
る
が
、
太
宰
の

認
識
は
〈
時
代
は
少
し
も
変
ら
な
い
〉
の
で
あ
り
、
〈
真
理
ら
し
〉
き
も
の
は

く
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
〉
（
「
人
間
失
格
」
）
く
と
い
う
想
念
だ
け
で
あ

る
。 

本
質
的
に
は
太
宰
の
世
界
観
に
は
認
識
の
変
化
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
い
う
こ
と
を
二
つ
の
作
品
を
用
い
て
確
認
、
検
証
す
る
こ
と
が
こ
の
小

稿
の
目
的
で
あ
る
。
自
意
識
の
問
題
の
内
面
化
・
外
面
化
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、

何
も
変
化
し
て
い
な
い
根
無
し
草
の
哀
し
み
と
い
う
点
で
は
両
作
品
は
通
底
し

て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
1

 
「
彼
は
昔
の
異
な
ら
ず
」
の
世
界
は
次
の
文
章
よ
り
開
示
さ
れ
る
。

 
 
君
に
こ
の
生
活
を
教
へ
よ
う
。
知
り
た
い
と
な
ら
ば
、
僕
の
家
の
も
の
ほ

 
 
し
場
ま
で
来
る
と
よ
い
。
其
処
で
こ
っ
そ
り
教
へ
て
あ
げ
よ
う
。

 
過
去
一
年
間
に
体
験
し
た
奇
妙
な
日
常
を
、
登
場
人
物
の
一
人
で
も
あ
る

く
僕
〉
が
潜
在
的
か
つ
不
特
定
の
読
者
で
あ
る
く
君
〉
に
も
の
語
り
、
問
い
か

け
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
結
末
の
一
節
は
〈
よ
し
。
そ
れ
な
ら
君
に
聞
か
う

よ
。
〉
〈
あ
の
男
と
、
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
る
る
僕
と
、
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
、
・

一
点
で
も
、
あ
る
か
。
V
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
小
説
は
現
在
、
過
去
、
現
在
と

い
う
構
造
よ
り
成
る
こ
と
は
明
白
で
、
時
間
の
観
点
で
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
枠

組
小
説
・
額
縁
小
説
で
あ
る
。
書
き
出
し
の
文
章
は
遠
景
、
中
景
、
近
景
へ
と

位
置
関
係
が
絞
ら
れ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
、
も
の
ほ
し
場
か
ら
見
え
る
郊
外
の

家
の
屋
根
屋
根
に
は
じ
ま
り
、
杉
の
林
、
百
坪
ほ
ど
の
空
地
、
そ
こ
に
植
え
て

い
る
孟
宗
竹
の
う
し
ろ
と
視
点
は
移
動
し
、
最
後
に
黒
い
日
本
莞
の
屋
根
の
し
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た
に
収
敏
さ
れ
る
。
と
同
時
に
、
眼
前
に
く
り
広
げ
ら
れ
る
〈
不
揃
ひ
〉
の
く
郊

外
の
屋
根
屋
根
〉
は
あ
た
か
も
く
一
つ
一
つ
が
、
そ
の
存
在
理
由
を
、
ゆ
っ
た

り
と
主
張
し
て
み
る
〉
か
の
如
く
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
最
後
の
何
の
変
哲
も

な
い
〈
黒
い
屋
根
〉
の
下
に
如
何
に
〈
月
並
み
〉
で
な
い
奇
妙
な
生
活
が
展
開

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
語
っ
て
や
ま
ぬ

の
は
後
者
で
あ
り
、
冒
頭
で
こ
の
小
説
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
マ
ダ
ム
、
彼

女
の
亭
主
、
そ
し
て
語
る
僕
と
の
奇
妙
な
関
わ
り
が
暗
示
さ
れ
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
主
要
な
登
場
人
物
の
形
象
化
、
そ
れ
ら
の
関
わ
り
を
通
し
て
太
宰

治
が
何
を
主
題
と
し
た
か
を
分
析
す
る
前
に
、
こ
こ
で
の
自
意
識
を
規
定
し
て

お
き
た
い
。
〈
自
意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
〉
（
矢
崎
弾
『
高
見
順
論
』

『
昭
和
文
学
作
家
論
下
』
小
学
館
、
昭
1
8
・
6
）
と
評
言
す
る
時
、
〈
や
〉
の

前
後
の
概
念
が
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
小
林
秀
雄
が
志
賀
直
哉
の
〈
魔
力
は
、
最

も
個
体
的
な
自
意
識
の
最
も
個
体
的
な
行
動
に
あ
る
〉
と
み
、
直
哉
の
作
品
は

く
強
力
な
一
行
為
者
の
肉
感
と
重
力
と
を
帯
び
て
、
卓
れ
た
静
物
画
の
様
に
孤

立
し
て
見
え
る
の
だ
。
V
（
「
志
賀
直
哉
」
）
と
評
し
た
こ
と
を
想
起
し
て
も
い

い
し
、
あ
る
い
は
太
宰
治
自
身
の
〈
激
情
の
極
に
は
、
人
は
ど
ん
な
表
情
を
す

る
で
せ
う
。
無
表
情
。
〉
（
『
晩
年
』
に
就
い
て
）
と
す
る
表
現
を
考
慮
に
入

れ
て
も
よ
い
。
一
つ
の
概
念
の
徹
底
化
は
正
反
対
の
相
貌
を
示
す
場
合
も
あ
る
。

自
意
識
の
過
剰
と
無
性
格
性
と
は
表
現
こ
そ
異
な
る
が
、
対
極
の
概
念
と
必
ず

し
も
言
え
ぬ
か
も
知
れ
な
い
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
自
意
識
に
不
可
欠
な
も

の
は
他
意
識
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
〈
自
意
識
と
は
、
他
人
が
自
分
を
ど
う
い

う
人
間
と
し
て
「
評
価
」
し
て
い
る
か
と
い
う
自
己
像
に
か
か
わ
る
〉
（
傍
点

《
喪
失
》
の
自
覚

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と

竹
田
）
と
定
義
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
や
分
裂
は
《
関
係
》
の
中
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
じ
る
と
し
た
の
は
竹
田
青
嗣
で
あ
る
。

 
 
 
人
間
は
、
何
ら
か
の
形
で
自
分
が
優
越
性
や
役
割
関
係
を
持
っ
て
い
る

 
 
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

 
 
を
得
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
認
で
き
な
い
と

 
 
人
間
は
不
安
に
な
り
、
分
裂
す
る
。
私
は
私
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
持
て

 
 
な
く
な
る
の
で
す
。

太
宰
治
も
「
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」
中
で
、
佐
竹
の
口
を
か
り
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
さ
せ
て
い
る
。

 
 
 
自
意
識
過
剰
と
い
ふ
の
は
、
た
と
へ
ば
、
道
の
両
側
に
何
百
人
か
の
女

 
 
学
生
が
長
い
列
を
つ
く
っ
て
な
ら
ん
で
み
て
、
そ
こ
へ
自
分
が
偶
然
に
さ

 
 
し
か
か
り
、
そ
の
あ
ひ
だ
を
ひ
と
り
で
、
の
こ
の
こ
通
っ
て
行
く
と
き
の

 
 
一
挙
一
投
足
、
こ
と
ご
と
く
ぎ
ご
ち
な
く
視
線
の
や
り
ば
首
の
位
置
す
べ

 
 
て
に
困
じ
果
て
き
り
き
り
舞
ひ
を
は
じ
め
る
や
う
な
、
そ
ん
な
工
合
ひ
の

 
 
気
持
ち
の
こ
と
だ
と
思
ふ
。

 
こ
の
〈
七
転
八
倒
の
苦
し
み
〉
の
基
底
に
は
、
他
意
識
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
。 

先
の
竹
田
の
所
説
に
従
い
、
こ
の
小
説
の
主
要
登
場
人
物
に
あ
て
は
め
れ
ば
、

も
っ
と
も
安
定
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
の
が
マ
ダ
ム
で
あ
り
、
不

安
や
分
裂
を
内
に
抱
え
、
揺
れ
動
く
の
が
僕
、
そ
し
て
主
人
公
木
下
青
墨
は
自

意
識
の
次
元
を
超
越
し
た
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
な
存
在
あ
る
い
は
〈
無
表
情
〉
、

〈
能
面
〉
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

 
ま
ず
語
り
手
で
あ
り
、
四
諦
の
見
方
に
揺
れ
動
く
僕
か
ら
見
る
こ
と
に
す
る
。

〈
僕
〉
は
三
十
二
才
の
独
身
で
あ
り
、
他
人
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
ご
く
普
通
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で
は
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
基
本
的
に
は
他
人
の
言
に
も
信
を
置
き
、
既
成
の
価

値
秩
序
を
疑
わ
ぬ
、
き
わ
め
て
あ
り
ふ
れ
た
男
と
自
負
し
て
い
る
。
〈
僕
〉
が

と
ら
え
る
自
己
像
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
僕
も
こ
の
年
に
な
る
ま
で
、
ま
だ
独
身
で
毎
日
毎
日
を
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り

 
 
遊
ん
で
す
ご
し
て
み
る
ゆ
ゑ
、
親
類
縁
者
た
ち
か
ら
変
人
あ
っ
か
ひ
を
受

 
 
け
て
い
や
し
め
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
け
れ
ど
も
僕
の
頭
脳
は
あ
く

 
 
ま
で
常
識
的
で
あ
る
。
妥
協
的
で
あ
る
。
通
常
の
道
徳
を
奉
じ
て
生
き
て

 
 
来
た
。
謂
は
ば
、
健
康
で
さ
へ
あ
る
。

 
日
常
生
活
者
か
ら
〈
変
人
あ
っ
か
ひ
〉
さ
れ
て
き
て
も
、
自
分
で
は
く
常

識
〉
家
・
〈
健
康
〉
の
つ
も
り
で
い
る
、
こ
れ
が
く
僕
〉
の
自
己
像
で
あ
り
、

す
で
に
分
裂
の
萌
芽
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
父
親
の
遺
産
で
あ

る
家
作
が
あ
る
た
め
、
生
活
面
で
は
と
り
た
て
て
不
自
由
の
な
い
、
三
十
二
の

無
職
の
独
身
男
、
さ
ら
に
こ
の
男
は
そ
う
い
う
環
境
に
あ
る
た
め
か
、
〈
芸
術

家
〉
と
り
わ
け
世
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
天
才
や
芸
術
家
に
〈
心
ひ
か
れ
る
欠

点
〉
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
家
の
役
割
が
約
束

し
た
家
賃
を
き
ち
ん
と
取
り
立
て
る
こ
と
に
あ
る
な
ら
ば
、
大
家
と
し
て
の
確

信
は
す
で
に
揺
ら
い
で
い
る
。
自
ら
認
め
る
〈
薄
志
弱
行
の
ゆ
ゑ
〉
に
で
あ
る
。

常
識
人
、
健
康
人
と
言
い
つ
つ
、
そ
う
思
う
自
己
に
ど
こ
か
自
信
の
持
て
ぬ
性

癖
、
《
虚
〉
に
憧
れ
る
夢
想
的
な
側
面
と
い
う
揺
れ
を
持
つ
の
が
く
僕
V
の
実

質
な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
僕
の
前
に
店
子
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
木
下
青
雲
で
あ
る
。
初

代
の
店
子
の
或
る
銀
行
員
も
、
二
代
目
の
ビ
イ
ル
会
社
の
技
師
も
必
ず
し
も
不

満
が
な
い
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
〈
家
賃
だ
け
は
き
ち
ん
き
ち
ん
と
納
め
〉

て
お
り
、
一
切
の
ト
ラ
ブ
ル
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
三
代
目
の
皇
位
に
至
り
、

自
ら
の
安
定
し
た
役
割
関
係
が
成
立
し
な
く
な
り
、
自
意
識
の
分
裂
を
き
た
す

こ
と
に
な
る
。

 
家
賃
の
滞
納
を
め
ぐ
る
大
家
と
店
子
と
の
あ
つ
れ
き
、
い
や
そ
の
心
理
的
駆

け
引
き
が
ス
ト
ー
リ
ー
の
骨
子
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
青
扇
の
〈
出

鱈
目
〉
に
、
あ
る
時
は
天
才
の
特
質
や
無
名
の
芸
術
家
の
片
憐
を
覚
え
る
か
と

思
え
ば
、
あ
る
時
は
逆
に
そ
の
姿
に
〈
わ
ざ
と
ら
し
〉
い
く
き
ざ
つ
ぼ
〉
さ
を

見
出
す
如
く
、
《
僕
の
自
意
識
〉
は
青
翠
と
い
う
他
人
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
、

や
が
て
そ
の
実
体
を
知
る
こ
と
に
な
る
ま
で
の
く
僕
V
の
内
面
の
混
乱
を
描
い

て
い
る
。

 
僕
は
出
合
う
ご
と
に
様
相
を
変
え
る
青
墨
に
苛
立
た
し
さ
を
覚
え
、
不
愉
快

な
思
い
を
す
る
の
だ
が
、
か
と
云
っ
て
無
視
出
来
ぬ
好
意
す
ら
も
感
じ
て
い
る
。

大
家
の
役
割
、
自
己
の
安
定
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
前
者
な
の
で
あ
る
が
、
心

性
の
奥
に
ひ
そ
む
芸
術
家
・
天
才
へ
の
憧
憬
も
否
め
な
い
。
子
忌
は
〈
ロ
ン
プ

旧
史
ゾ
オ
や
シ
ヨ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
ウ
エ
ル
の
規
定
し
て
み
る
天
才
の
特
徴
〉
、
す

な
わ
ち
〈
蒼
白
痩
削
。
短
躯
猪
首
。
台
詞
が
か
っ
た
鼻
音
声
〉
に
す
べ
て
該
当

す
る
。
酒
に
酔
っ
た
そ
の
顔
は
〈
プ
ー
シ
ュ
キ
ン
の
死
面
〉
と
重
な
り
〈
美
し

く
〉
さ
え
〈
思
は
れ
〉
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
二
つ
の
想
い
の
間
を
揺
れ

続
け
る
こ
と
を
僕
は
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
主
面
扇
の
実
体
は
杳
と
し

て
つ
か
み
え
ず
、
逆
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
無
さ
が
僕
を
か
え
っ
て
不
安
に
さ
せ

る
と
い
う
悪
循
環
、
意
識
の
分
裂
を
生
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
僕
を
混
乱

さ
せ
る
最
た
る
要
因
が
自
分
自
身
の
心
性
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

当
初
は
む
し
ろ
後
者
の
気
持
ち
の
方
が
比
重
が
大
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

 
 
 
僕
は
ど
う
も
芸
術
家
と
い
ふ
も
の
に
心
を
ひ
か
れ
る
欠
点
を
持
っ
て
る
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る
や
う
だ
。
こ
と
に
も
そ
の
男
が
、
世
の
中
か
ら
正
当
に
言
は
れ
て
る
な

 
 
い
場
合
に
は
、
い
っ
そ
う
胸
が
と
き
め
く
の
で
あ
る
。

 
あ
げ
く
の
果
て
に
は
屋
賃
な
ど
と
い
う
世
俗
な
こ
と
に
心
を
乱
さ
せ
る
の
は

よ
く
な
い
と
考
え
彼
に
〈
異
状
な
期
待
〉
を
寄
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

 
こ
う
し
た
僕
の
性
癖
を
熟
知
し
て
い
る
木
下
蒲
扇
か
ら
み
れ
ば
、
僕
を
も
て

あ
そ
び
、
僕
に
迎
合
す
る
こ
と
は
、
赤
子
の
手
を
ひ
ね
る
如
く
容
易
だ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
何
を
考
え
、
意
識
し
て
い
る
か
を
み
き
わ
め
、
僕

の
満
足
す
る
よ
う
な
《
場
》
を
つ
く
れ
ば
、
こ
と
足
り
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
服
装
や
家
の
調
度
等
の
外
面
的
な
も
の
の
好
み
、
ち
ょ
っ
と

し
た
素
振
り
、
し
ぐ
さ
等
に
よ
っ
て
僕
が
二
五
を
考
え
、
あ
る
い
は
思
い
ま
よ
っ

て
い
る
か
が
主
凝
望
に
は
手
に
と
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
彼
の
吸
っ
て
み
る
煙
草
が
ホ
ー
プ
で
あ
る
こ
と
に
ふ
と
気
づ
い
た
か
ら

 
 
で
も
あ
っ
た
。
お
金
が
ま
る
っ
き
り
な
い
わ
け
で
も
な
い
な
、
と
思
っ
た

 
 
の
だ
。
塗
扇
は
、
僕
の
視
線
が
彼
の
煙
草
に
そ
そ
が
れ
て
る
る
こ
と
を
知

 
 
り
ま
た
そ
れ
を
見
つ
め
た
僕
の
気
持
ち
を
す
ぐ
に
察
し
て
し
ま
っ
た
や
う

 
 
で
あ
っ
た
。

 
意
識
が
も
っ
と
も
表
わ
れ
る
身
体
的
部
位
は
顔
、
と
り
わ
け
眼
で
あ
る
と
い

 
らう

。
引
用
し
た
右
の
表
現
は
そ
の
典
型
的
な
例
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 
軍
扇
に
ふ
り
回
さ
れ
続
け
た
僕
は
自
己
の
内
に
あ
る
幻
想
を
自
覚
し
、
そ
の

実
質
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
主
旦
扇
の
言
動
は

単
に
他
人
の
欲
求
を
先
取
り
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
時
の
女
（
他
人
）
に
影

響
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
自
ら
の
主
体
・
個
性
が
な
せ
る
技
で
は
な
い
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。
僕
に
そ
の
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
の
は
、
次
の
マ
ダ
ム
の
言

葉
で
あ
る
。

《
喪
失
》
の
自
覚

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
一

 
 
 
真
似
を
し
ま
す
の
よ
、
あ
の
人
。
あ
の
人
に
意
見
な
ん
て
あ
る
も
の
か
。

 
 
み
ん
な
女
か
ら
の
影
響
よ
、
文
学
少
女
の
と
き
に
は
文
学
。
…

 
青
扇
は
表
面
上
実
質
の
な
い
《
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
V
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
手

が
何
を
思
い
、
志
向
し
て
い
る
か
を
読
み
と
る
能
力
は
秀
で
て
い
る
。
あ
る
い

は
周
囲
の
視
線
、
予
定
像
を
忠
実
に
な
ぞ
る
だ
け
、
も
し
く
は
他
者
の
期
待
に

応
え
る
た
め
だ
け
に
装
い
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
実
体
で
あ
る
か
の
よ
う
に
他
者

を
ま
ど
わ
す
幻
影
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
僕
と
青
扇
と
の
関
係

は
、
喩
で
云
え
ば
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
と
彼
に
喰
べ
ら
れ
る
人
間
で
言
い
得
よ
う
。

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
問
い
か
け
は
、
日
常
的
な
言
葉
の
上
に
成
立
す
る
あ
り
き
た

り
の
意
識
の
持
ち
主
に
は
通
用
せ
ず
、
逆
に
思
い
も
か
け
ぬ
言
葉
の
ず
れ
・
変

容
を
許
容
す
る
こ
と
が
出
来
る
精
神
の
柔
軟
性
の
所
有
者
に
し
か
答
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
マ
ダ
ム
が
い
る
。
い
や
、

マ
ダ
ム
を
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
に
す
る
こ
と
で
、
す
べ
て
の
人
物
が
交
換
可
能
な

存
在
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
が
判
然
と
し
て
く
る
構

造
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
青
扇
の
実
体
が
空
無
で
、
模
倣
だ
け

の
存
在
と
マ
ダ
ム
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
直
後
に
僕
と
の
会
話
が
あ
る
。

 
 
 
「
そ
ん
な
ら
、
い
ま
木
下
さ
ん
が
骨
の
ず
る
か
ら
の
も
の
ぐ
さ
を
し
て

 
 
い
る
の
は
つ
ま
り
あ
な
た
を
真
似
し
て
み
る
と
い
ふ
わ
け
な
の
で
す
ね
。
」

 
 
僕
は
さ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
、
ぐ
ら
ぐ
ら
と
よ
ろ
め
い
た
。
「
え
え
。
私
。

 
 
そ
ん
な
男
の
か
た
が
好
き
な
の
。
も
す
こ
し
ま
へ
に
そ
れ
を
知
っ
て
く
だ

 
 
さ
い
ま
し
た
な
ら
。
で
も
、
も
う
お
そ
い
の
。
私
を
信
じ
な
か
っ
た
罰
よ
。
」

 
 
…
（
中
略
）
…
握
り
合
っ
て
み
た
手
を
こ
っ
そ
り
ほ
ど
い
て
、
そ
っ
と
離
れ

 
 
た
。
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ぐ
．

 
な
ぜ
僕
は
〈
ぐ
ら
ぐ
ら
と
よ
ろ
め
〉
き
、
マ
ダ
ム
は
〈
お
そ
い
〉
、
〈
信
じ

な
か
っ
た
罰
〉
と
僕
に
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
マ
ダ
ム
は
青

扇
同
様
僕
の
中
に
も
〈
も
の
ぐ
さ
〉
性
が
あ
り
、
青
扇
で
あ
れ
僕
で
あ
れ
、
本

質
的
な
径
庭
な
ど
な
い
こ
と
を
問
わ
ず
語
り
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

意
味
で
は
、
マ
ダ
ム
に
と
っ
て
聖
跡
も
僕
も
交
換
可
能
な
存
在
と
し
て
は
本
質

的
に
は
等
価
で
あ
る
。

 
マ
ダ
ム
と
初
対
面
の
時
か
ら
僕
は
〈
と
む
ね
〉
が
っ
か
れ
る
の
を
意
識
し
て

い
た
。
と
す
れ
ば
、
す
で
に
見
て
き
た
如
く
、
相
手
の
意
識
を
わ
が
《
鏡
》
と

す
る
青
扇
が
無
自
覚
だ
っ
た
は
ず
が
な
い
。
現
に
有
名
に
な
る
方
法
の
一
つ
に

こ
う
い
う
や
り
方
が
あ
る
と
青
図
は
言
い
切
っ
て
い
た
で
は
な
い
か
。

 
 
 
君
み
た
い
な
助
平
つ
た
れ
の
、
小
心
も
の
の
、
薄
志
弱
行
の
徒
輩
に
は
、

 
 
醜
聞
と
い
ふ
恰
好
の
方
法
が
あ
る
よ
。
ま
づ
ま
あ
、
こ
の
町
内
で
は
有
名

 
 
に
な
れ
る
。
，
人
の
細
君
と
駆
落
ち
し
た
ま
へ
。
え
？

 
こ
こ
で
の
く
人
の
細
君
〉
を
マ
ダ
ム
と
す
る
の
は
深
読
み
で
あ
ろ
う
か
。
青

扇
か
ら
み
れ
ば
、
僕
が
マ
ダ
ム
に
関
心
の
あ
る
こ
と
は
手
に
取
る
よ
う
に
み
え

て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
作
中
同
居
す
る
女
性
が
数
回
変
る
圭
謡
扇
に
と
っ
て
も
、

マ
ダ
ム
が
唯
一
無
二
の
も
の
、
絶
対
の
存
在
で
は
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
今
ま
で
自
分
に
よ
っ
て
片
扇
の
言
動
が
〈
禦
肘
〉
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
僕
は
マ
ダ
ム
と
の
会
話
で
、
逆
に
束
縛
さ
れ
て
い
た
の
は
自
分
も
同
様
で
あ

る
と
い
う
想
い
を
明
確
に
自
覚
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
マ
ダ
ム
か
ら
み
れ
ば

く
き
ち
が
い
V
の
青
扇
も
、
〈
変
人
〉
の
僕
も
、
生
活
の
目
的
・
実
質
の
な
い

点
で
は
等
価
で
あ
り
、
い
つ
で
も
交
換
可
能
な
相
対
的
な
存
在
と
し
て
映
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
マ
ダ
ム
さ
え
も
同
類
と
言
っ
て
い
い
か
も
知

れ
な
い
。

 
も
は
や
僕
と
主
旦
扇
と
の
間
で
は
い
ず
れ
が
実
で
、
い
ず
れ
が
虚
か
定
か
で
は

な
い
。
青
馬
が
僕
で
あ
り
僕
が
聾
心
で
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
く
、
主
客
は
渾

然
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
〈
み
ん
な
み
ん
な
昔
な
が
ら
の
彼
〉
、
実
体
の
無

さ
で
は
過
去
も
現
在
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
日
そ
の
日
の
風
の
吹
き

具
合
で
、
希
望
や
失
望
と
い
う
色
あ
い
の
変
化
が
微
妙
に
異
っ
て
み
え
る
と
い

う
違
い
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
単
に
青
扇
と
僕
と
の

問
題
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
通
底
す
る
問
題
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
こ

と
は
個
に
と
ど
ま
ら
ず
近
代
日
本
の
虚
と
実
と
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る

切
実
な
問
題
で
あ
る
と
作
者
太
宰
は
提
起
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の

意
味
で
は
結
び
の
文
章
は
き
わ
め
て
暗
示
に
富
ん
で
い
る
。

 
 
 
よ
し
。
そ
れ
な
ら
君
に
聞
か
う
よ
。
…
（
中
略
）
…
あ
の
男
と
、
そ
れ
か

 
 
ら
、
こ
こ
に
い
る
僕
と
、
ち
が
っ
た
と
こ
ろ
が
、
一
点
で
も
、
あ
る
か
。

 
 
 
 
 
2

 
小
説
の
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
方
で
言
え
ば
、
太
宰
治
の
特
徴
の
一
つ
に
、
あ
る

小
説
で
用
い
た
一
挿
話
の
章
句
を
用
い
、
後
に
一
つ
の
世
界
と
し
て
構
築
す
る

と
い
う
場
合
が
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
「
猿
面
冠
者
」
（
『
鶴
』
昭
9
・
7
）

で
の
小
説
内
小
説
が
後
年
『
風
の
便
り
」
（
『
文
学
界
』
昭
1
6
・
1
1
）
に
な
り
、

「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
（
『
青
い
花
』
昭
9
・
1
2
）
中
の
三
郎
の
父
原
宮
黄
村
が
「
廃

村
先
生
言
行
録
」
（
『
文
学
界
』
昭
1
8
・
1
）
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
「
彼
は
昔
，

の
彼
な
ら
ず
」
で
の
く
渡
り
鳥
〉
も
同
様
で
、
昭
和
二
十
三
年
に
「
渡
り
鳥
」

と
し
て
独
立
し
た
世
界
を
構
築
す
る
こ
と
に
な
る
。

 
第
一
章
で
は
、
僕
、
マ
ダ
ム
、
木
下
圭
旦
扇
と
い
う
主
要
人
物
の
関
係
性
に
力

点
を
お
き
、
そ
の
世
界
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
章
で
は
「
渡
り
鳥
」
を
取
り
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上
げ
る
。
両
作
品
の
眼
目
に
は
共
通
点
が
多
く
み
ら
れ
、
と
す
れ
ば
太
宰
治
の

文
学
に
は
首
尾
一
貫
し
て
い
る
要
素
も
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 
「
渡
り
鳥
」
は
く
東
京
の
或
る
大
学
に
籍
を
有
〉
す
柳
川
と
い
う
仮
名
の
一

青
年
（
以
下
、
柳
川
で
統
一
す
る
。
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
分
裂
を
描
い

た
短
編
で
あ
る
。
相
手
に
あ
わ
せ
る
だ
け
で
、
個
性
皆
無
、
付
和
雷
同
型
の
典

型
的
人
物
柳
川
が
音
楽
評
論
家
の
山
名
、
女
の
社
会
主
義
者
の
田
辺
、
文
学
青

年
と
出
会
っ
た
際
の
応
対
ぶ
り
が
話
の
筋
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
本
格

的
に
論
じ
た
も
の
は
管
見
で
は
み
あ
た
ら
ず
、
い
ず
れ
も
寸
評
に
し
か
す
ぎ
な

い
が
、
主
だ
っ
た
評
価
を
ま
ず
確
認
し
て
お
く
。
奥
野
健
男
に
よ
れ
ば
〈
太
宰

の
頭
脳
の
回
転
の
速
さ
と
ユ
ー
モ
ア
の
才
能
が
十
全
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
〉
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

品
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
評
言
す
る
。

 
 
 
戦
後
の
模
倣
、
複
製
の
納
戸
物
文
化
に
対
す
る
辛
辣
軽
妙
な
文
明
批
判

 
 
は
思
わ
ず
苦
笑
さ
せ
ら
れ
る
。
が
彼
自
身
そ
の
ニ
畠
物
の
中
に
入
り
こ
も

 
 
う
と
す
る
調
子
に
は
す
べ
て
を
把
棄
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
あ
ら
わ
れ
て
い

 
 
る
。

 
荻
久
保
泰
幸
は
敗
戦
直
後
の
〈
社
会
状
況
・
文
化
状
況
〉
へ
の
批
判
と
い
う

点
で
は
奥
野
説
と
同
様
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
く
そ
の
批
判
を
、
ま
さ
し

く
軽
桃
浮
薄
な
筆
致
で
描
き
上
げ
て
ゆ
く
、
そ
の
小
説
の
方
法
〉
に
あ
る
と

 
 し

、
服
部
寛
喜
は
〈
浮
遊
す
る
本
質
存
在
の
感
性
が
完
壁
に
暴
露
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 

る
〉
作
品
と
読
み
解
く
。

 
三
者
と
も
紙
幅
の
関
係
で
あ
ろ
う
か
、
具
体
性
に
乏
し
い
の
で
単
な
る
紹
介

に
と
ど
め
る
だ
け
に
す
る
が
、
〈
す
べ
て
を
把
棄
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
〉
、
〈
小

説
の
方
法
〉
、
〈
本
質
存
在
の
罪
人
〉
、
こ
れ
ら
の
よ
り
深
い
解
明
を
論
者
に

期
待
し
た
い
。
表
現
こ
そ
異
な
れ
、
共
通
す
る
の
は
敗
戦
後
の
状
況
へ
の
批
判

《
喪
失
》
の
自
覚
 
1
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
一

ま
た
一
義
的
な
も
の
で
な
く
、
多
義
的
な
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
小
説
と
い

う
点
で
あ
ろ
う
。
後
者
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
前
者
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

 
こ
の
小
説
が
敗
戦
後
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
意

味
世
界
か
ら
言
え
ば
、
仮
説
で
は
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
ほ
ぼ
類
似
の
主

題
を
主
張
し
て
い
る
。
敗
戦
を
分
水
嶺
と
す
る
な
ら
、
上
り
と
下
り
と
で
は
環

境
が
百
八
十
度
転
換
し
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
類

似
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
持
続
し
た
太
宰
の
問
題
意
識
と
言
っ
て
お
か
し
く

な
い
は
ず
で
あ
る
。
山
名
と
別
れ
た
後
の
柳
川
の
独
白
は
〈
評
論
家
と
い
ふ
も

の
は
趣
味
が
無
い
、
し
た
が
っ
て
嫌
悪
も
無
い
、
〉
で
あ
り
、
田
辺
と
別
れ
た

後
の
内
言
は
〈
四
十
女
を
見
れ
ば
、
四
十
女
、
三
十
か
条
見
れ
ば
、
三
十
女
。

十
六
七
を
見
れ
ば
、
十
六
七
。
〉
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
自
分
の
考
え
な
ど

全
く
持
た
ぬ
付
和
鳴
動
の
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
と
同
時
に
そ
う
い
う

自
分
を
も
又
〈
僕
も
、
さ
う
か
も
知
れ
ん
。
な
さ
け
な
し
。
〉
と
す
る
自
覚
や

〈
僕
の
周
囲
に
は
誰
も
み
な
い
。
風
だ
け
。
〉
と
す
る
荒
涼
さ
に
お
そ
わ
れ
て

い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
〈
風
〉
と
規
定
す
る
か
ら
に
は
、
風
向
や
風
力
は

そ
の
時
々
の
な
り
ゆ
き
ま
か
せ
に
な
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
。
〈
お
の
れ
の

「
正
義
し
か
主
張
で
き
ぬ
不
遜
な
も
の
書
き
の
唯
一
の
モ
ラ
ル
は
「
他
者
へ
の

想
像
力
」
で
あ
る
〉
と
語
る
の
は
「
親
友
交
歓
」
（
『
新
潮
』
昭
2
1
・
1
2
）
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
て
言
及
し
た
高
橋
源
一
郎
の
評
言
で
あ
る
。
「
如
是
我
聞
」
（
『
新
潮
』
昭
2
3
・

3
・
5
～
7
）
中
で
の
く
弱
さ
の
美
し
さ
〉
〈
デ
リ
カ
シ
イ
〉
〈
心
づ
く
し
〉

〈
反
キ
リ
ス
ト
的
な
も
の
へ
の
戦
ひ
〉
等
の
語
句
も
、
他
人
の
痛
み
を
い
か
に

共
有
し
得
る
か
と
い
う
〈
他
者
へ
の
想
像
力
〉
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
太
宰
が
思

い
悩
ん
だ
の
は
こ
う
し
た
志
向
性
を
持
ち
つ
つ
、
反
面
そ
の
実
現
が
い
か
に
困
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難
で
あ
る
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
き
れ
い
事
は
誰
で

も
言
え
る
の
で
あ
る
。

 
 
「
渡
り
鳥
」
は
く
空
虚
な
自
己
と
詐
欺
行
為
に
悪
を
見
る
か
、
硬
直
と
は
無

縁
の
軽
み
を
見
る
か
〉
と
い
う
く
主
人
公
の
軽
薄
さ
に
対
す
る
評
価
〉
が
く
問

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

題
と
な
る
べ
き
〉
〈
第
一
〉
と
す
る
鈴
木
雄
史
氏
の
提
起
を
私
は
と
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
の
問
題
は
あ
れ
か
こ
れ
か
の
二
者
択
一
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
こ
う
で
し
か
あ
り
え
な
い
孤
独
感
・
哀
し
み
に
こ
そ
主
眼
が
お
か
れ
て
い

る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
作
品
世
界
を
象
徴
す
る
〈
お

も
て
に
は
快
楽
を
よ
そ
ひ
、
心
に
は
悩
み
わ
づ
ら
ふ
。
〉
と
い
う
自
己
分
裂
の

苦
し
み
を
説
く
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
全
く
不
必
要
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
〈
ひ
と
と
こ
ろ
に
じ
っ
と
し
て
を
れ
な
い
宿
命
を
負
う
て
み
る
〉
〈
悲
し
い

鳥
V
と
は
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
で
の
青
扇
の
渡
り
鳥
の
定
義
で
あ
っ
た
。

青
龍
と
〈
相
似
〉
・
〈
同
じ
体
臭
〉
と
僕
が
は
じ
め
て
意
識
す
る
件
に
出
て
く

る
。
「
渡
り
鳥
」
で
は
筆
致
こ
そ
ち
が
う
も
の
の
、
無
個
性
、
い
や
正
確
に
言

え
ば
自
己
喪
失
の
悲
哀
を
訴
え
て
い
よ
う
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
〈
な
さ
け

な
し
〉
や
く
風
〉
と
い
う
自
己
規
定
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。
「
渡
り
鳥
」
で
喩

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
鳥
は
く
烏
V
、
総
体
を
表
わ
す
鳥
、
そ
し
て
〈
水
鳥
〉

の
三
種
類
で
あ
る
。
し
か
し
最
も
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
は
冒
頭

に
示
さ
れ
る
〈
鳥
〉
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
晩
秋
の
夜
、
音
楽
会
も
す
み
、
日
比
谷
公
会
堂
か
ら
、
．
お
び
た
だ
し
い

 
 
数
の
烏
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
し
て
、
押
し
合
ひ
、
も
み
合
ひ
し
な
が
ら

 
 
ぞ
ろ
ぞ
ろ
出
て
来
て
、
や
が
て
お
の
お
の
の
家
路
に
向
っ
て
、
む
ら
む
ら

〆
 
 
ば
っ
と
飛
び
立
つ
。

 
呼
び
か
け
た
柳
川
も
、
呼
び
か
け
ら
れ
た
山
名
も
〈
鳥
〉
で
あ
り
、
柳
川
は

趣
味
も
嫌
悪
も
無
い
点
で
は
く
僕
も
、
そ
う
か
も
知
れ
ん
。
〉
と
考
え
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
同
様
、
山
名
、
田
辺
、
文
学
青
年

そ
し
て
柳
川
も
本
質
的
に
は
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
無
性
格
は
天
才
の

特
質
〉
と
言
う
く
僕
V
の
こ
と
ば
の
裏
に
は
一
旦
扇
の
次
の
よ
う
な
こ
と
ば
が

あ
っ
た
。

 
 
 
よ
い
作
家
は
す
ぐ
れ
た
独
自
の
個
性
ぢ
や
な
い
か
。
高
い
個
性
を
創
る

 
 
の
だ
。
渡
り
鳥
に
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。

 
ど
の
地
域
に
も
み
ら
れ
る
烏
が
渡
り
鳥
で
あ
る
か
ど
う
か
詳
ら
か
に
し
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
多
く
の
場
合
烏
と
い
う
鳥
は
い
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
は
し

な
い
。
鳴
き
声
、
羽
の
色
あ
る
い
は
雑
食
と
い
う
食
性
の
ど
の
点
か
ら
定
着
し

た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
私
達
の
間
に
は
く
烏
を
ど
こ
ど
な
く
上
品
さ
の

欠
け
た
存
在
と
し
て
思
い
描
く
習
性
が
V
〈
か
な
り
広
ま
っ
て
い
る
ら
し

い
。
〉
（
佐
藤
信
夫
『
レ
ト
リ
ッ
ク
感
覚
』
講
談
社
、
昭
5
3
・
9
）
の
は
確
か

で
あ
る
。
「
渡
り
鳥
」
は
狭
義
で
言
え
ば
敗
戦
後
の
知
識
人
の
主
体
な
き
実
体

を
暴
露
し
た
批
判
で
あ
る
が
、
と
同
時
に
、
単
な
る
特
定
の
時
期
や
個
と
い
う

狭
い
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
い
段
階
（
少
な
く
と
も
昭
和
以
降
）
で
の

知
識
人
、
自
分
の
意
見
を
明
確
に
し
ょ
う
と
し
な
い
日
本
人
の
習
性
へ
の
批
判
、

文
明
批
評
と
い
う
こ
と
が
、
「
彼
は
昔
の
雑
な
ら
ず
」
を
視
野
に
入
れ
る
と
顕

然
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
〈
渡
り
鳥
〉
性
と
関
連
し
て
両
作
品
に
顕
著
な
特
徴
は
、
あ
た
か
も
渡
り
鳥

の
定
住
感
の
な
さ
を
象
徴
す
る
か
の
如
き
西
洋
の
文
化
人
名
の
氾
濫
で
あ
る
。

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
場
合
、
〈
青
年
と
い
ふ
小
説
の
主
人
公
は
私
〉
と

青
扇
が
言
う
森
鴎
外
を
除
け
ば
、
登
場
す
る
の
は
ロ
ン
プ
ロ
オ
ゾ
オ
、
シ
ョ
オ

ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
、
プ
ー
シ
ュ
キ
ン
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
チ
エ
ホ
フ
で
あ
り
、

（136）



「
渡
り
鳥
」
で
も
ダ
ン
テ
・
ア
リ
ギ
ェ
リ
、
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、

マ
ル
ク
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
パ
ス
カ
ル
で
あ
り
、
日
本
人
の
作

家
で
唯
一
の
例
は
永
井
荷
風
だ
け
で
あ
る
。
「
渡
り
鳥
」
の
き
わ
め
つ
け
は
悼

尾
の
文
学
青
年
と
の
応
答
で
、
今
ま
で
自
分
が
語
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
こ
と

は
く
ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
ヴ
ア
レ
リ
イ
の
文
学
論
〉
の
中
に
あ
る
章
句
で
、
め

ん
ど
う
だ
か
ら
あ
な
た
に
あ
げ
る
と
言
い
、
〈
水
鳥
の
如
く
ば
っ
と
〉
柳
川
は

〈
飛
び
立
つ
。
〉
の
で
あ
る
。
確
か
に
〈
感
受
性
の
強
い
人
間
は
、
他
人
の
苦

痛
が
わ
か
る
の
で
、
容
易
に
素
直
に
な
れ
な
い
。
〉
、
〈
オ
リ
ヂ
ナ
リ
テ
と
い

ふ
も
の
は
胃
袋
の
問
題
〉
等
の
太
宰
こ
の
み
の
言
葉
は
『
ポ
ー
ル
ヴ
ア
レ
リ
イ

文
学
論
』
（
堀
口
大
学
訳
新
装
改
版
・
斉
藤
書
店
、
昭
2
1
・
4
）
に
み
ら
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

も
の
で
、
詳
細
は
拙
稿
に
譲
る
が
「
美
男
子
と
煙
草
」
「
如
是
我
聞
」
「
『
高
尾

ざ
ん
げ
』
解
説
」
で
も
重
要
な
箇
所
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
引

用
は
「
『
高
尾
ざ
ん
げ
』
解
説
」
に
お
け
る
『
文
学
論
』
の
｝
節
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
び
き

 
 
 
切
株
、
接
穂
、
淘
汰
、
手
入
れ
、
そ
の
株
を
切
っ
て
、
ま
た
切
株
、
接

 
 
 
 
ま
び
き

 
 
穂
、
淘
汰
、
手
入
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
、
サ
ロ
ン
へ
の
奉
仕
で
し
か
な
い
。

 
 
教
養
と
は
所
詮
、
そ
ん
な
も
の
か
。

 
太
宰
治
に
と
っ
て
ヴ
ア
レ
リ
ー
は
〈
悲
し
い
顔
を
し
〉
た
く
教
養
人
の
悲

し
〉
み
、
す
な
わ
ち
他
人
の
痛
み
に
共
苦
で
き
る
信
頼
で
き
る
知
識
人
の
一
人

な
の
で
あ
っ
て
、
志
向
す
べ
き
自
ら
の
あ
り
よ
う
と
も
重
な
っ
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。

 
 
 
 
 
お
わ
り
に

 
「
苦
悩
の
年
鑑
」
（
『
新
文
芸
』
昭
2
1
・
6
）

て
い
る
。

の
冒
頭
は
次
の
一
節
よ
り
始
ま
つ

《
喪
失
》
の
自
覚

「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
一

 
 
 
時
代
は
少
し
も
変
ら
な
い
と
思
ふ
。
一
種
の
あ
ほ
ら
し
い
感
じ
で
あ
る
。

 
 
こ
ん
な
の
を
馬
の
背
中
に
狐
が
乗
っ
て
る
み
た
い
と
言
ふ
の
で
は
な
か
ら

 
 
う
か
。

 
〈
馬
〉
と
く
狐
V
、
こ
れ
は
自
ら
の
根
っ
こ
を
持
た
ぬ
不
安
感
、
主
体
性
の

喪
失
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
こ
と
を
自
覚
せ
ず
、
時
流
に
迎
合
す
る
便
乗

主
義
者
へ
の
不
満
と
も
読
め
る
し
、
極
言
す
れ
ば
、
伝
統
と
い
う
こ
と
を
意
識

す
る
こ
と
な
く
、
新
し
い
も
の
に
魅
か
れ
、
逆
に
実
体
が
見
え
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
焦
燥
ま
で
、
多
義
的
な
意
味
を
内
包
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
個

性
の
無
さ
、
デ
リ
カ
シ
イ
の
欠
如
が
如
何
に
〈
他
人
を
深
く
痛
み
傷
つ
け
て
み

る
か
〉
（
『
如
是
我
聞
』
）
と
い
う
問
題
は
太
宰
文
学
の
本
質
の
一
つ
と
言
っ
て

も
、
あ
え
て
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
小
稿
で
は
、
準
戦
時
下
、
戦
時
下

と
い
う
〈
自
分
の
旗
を
守
り
と
ほ
〉
（
「
十
五
年
間
」
）
す
に
至
難
の
時
期
を
経

過
し
、
禁
忌
や
束
縛
か
ら
急
速
に
解
き
放
れ
た
敗
戦
後
に
あ
っ
て
も
、
本
質
的

に
は
太
宰
の
想
い
が
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
ほ
ぼ
十
四
年
間
の
時
の
流
れ

が
あ
る
二
作
品
、
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
「
世
紀
」
昭
9
・
1
0
）
と
「
渡
り
鳥
」

（『

Q
像
』
昭
2
3
・
4
）
と
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
し
た
。
も
っ
と
も
、

両
者
の
表
現
が
同
｝
な
ど
と
言
う
の
で
は
な
い
。
狭
義
で
は
前
者
に
は
文
明
批

判
、
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
ラ
イ
ズ
色
は
前
面
に
は
出
て
い
な
い
が
、
後
者
は
そ
の
点

が
顕
著
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
没
個
性
、
自
分
の
言
を
持
た

ぬ
借
り
も
の
と
い
う
点
で
は
同
じ
主
題
を
扱
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。
自
意
識
の
過
剰
と
近
代
人
の
無
性
格
と
は
必
ず
し
も
対
立
す
る
概
念
で
な

く
、
ま
た
、
太
宰
治
の
文
明
批
評
・
時
代
認
識
は
作
家
と
し
て
の
出
発
期
か
ら

晩
年
ま
で
基
本
的
に
変
化
が
な
い
、
こ
れ
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
。
ち
な
み
に

準
戦
時
下
に
書
か
れ
た
「
自
信
の
無
さ
」
（
『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
1
5
・
6
・
2
）
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の
一
節
を
引
用
し
て
筆
を
お
く
。
太
宰
の
認
識
が
時
代
に
か
か
わ
ら
ず
基
本
的

に
は
変
化
し
て
い
な
い
こ
と
の
補
強
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

 
 
 
い
ま
は
大
過
渡
期
だ
と
思
ひ
ま
す
ρ
私
た
ち
は
、
当
分
、
自
信
の
無
さ

 
 
か
ら
、
の
が
れ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
誰
の
顔
を
見
て
も
、
み
ん
な
卑
屈

 
 
で
す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
「
自
信
の
無
さ
」
を
大
事
に
し
た
い
と
思
ひ
ま

 
 
す
。
卑
屈
の
克
服
か
ら
で
は
無
し
に
、
卑
屈
の
素
直
な
肯
定
の
中
か
ら
、

 
 
前
例
の
無
い
見
事
な
花
の
咲
く
こ
と
を
、
私
は
祈
念
し
て
ゐ
ま
す
。
（
傍

 
 
点
太
宰
）

注
1
0

注
1
1

鈴
木
雄
史
「
渡
り
鳥
」

 
 
 
 
 
 
（
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』
再
進
社
、
平
7
・
1
1
）

拙
稿
「
太
宰
治
と
ヴ
ア
レ
リ
ー
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
5
8
・
6
）

注注
21

圧YE
43

注注注
7 6 5

在圧
98

相
馬
正
一
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
5
8
・
6
）

服
部
康
喜
「
自
我
と
い
う
影
絵
一
『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』
論
一
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
活
水
日
文
4
』
8
1
・
3
）

拙
稿
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
6
0
・
1
1
）

竹
田
青
嗣
『
「
自
分
」
を
生
き
る
た
め
の
思
想
入
門
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
芸
文
社
、
9
2
・
5
）

亀
井
秀
雄
『
感
性
の
変
革
』
（
講
談
社
、
8
3
・
6
）

奥
野
健
男
『
太
宰
治
』
（
文
芸
春
秋
、
昭
4
8
・
3
）

荻
久
保
泰
幸
「
渡
り
鳥
」

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
別
冊
国
文
学
7
 
太
宰
治
必
携
』
昭
5
5
・
9
）

服
部
康
喜
「
渡
り
鳥
」
（
『
『
別
冊
国
文
学
4
7
 
太
宰
治
事
典
』
平
6
・
5
）

高
橋
源
一
郎
『
文
学
じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
な
い
症
候
群
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
朝
日
文
芸
文
庫
、
9
5
・
9
）
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