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華
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醐

 
『
道
化
の
華
」
 
（
昭
1
0
・
5
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
昭
和
五
年
十
一
月
置
太

宰
の
心
中
未
遂
事
件
を
題
材
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
申
で
は
大
庭
葉
蔵
の
物

語
と
な
る
。
女
は
死
に
三
蔵
の
運
ば
れ
た
青
松
園
と
い
う
療
養
所
が
舞
台
と
な

る
。
駈
け
つ
け
た
汐
入
飛
弾
や
小
管
、
若
い
看
護
婦
の
真
野
、
こ
れ
ら
若
い
世

代
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
院
長
や
葉
蔵
の
兄
が
あ
り
、
三
蔵
の
退
院
す
る
ま

で
の
数
日
の
出
来
事
が
語
ら
れ
る
。

 
題
材
は
太
宰
自
身
の
体
験
で
あ
り
、
 
一
見
私
小
説
風
の
作
品
と
も
み
え
る

が
、
作
者
の
野
心
は
そ
の
語
り
口
、
い
や
方
法
そ
の
も
の
に
あ
る
。
敢
て
い
え

ば
方
法
自
体
が
主
題
で
あ
り
、
し
か
も
作
者
の
生
理
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
裏
切

る
こ
と
と
な
る
。
自
伝
的
素
材
と
方
法
と
作
者
固
有
の
文
体
、
生
理
が
か
ら
ん

で
、
こ
の
作
品
自
体
が
一
種
切
迫
し
た
混
沌
の
様
相
を
呈
す
る
。
敢
て
〈
『
道

化
の
華
』
を
ど
う
読
む
か
〉
と
題
し
た
ゆ
え
ん
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
を
読
み
解

く
道
は
そ
う
た
や
す
く
は
な
い
。
先
ず
冒
頭
の
一
節
を
み
よ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ち

 
 
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
」

 
 
友
は
み
な
、
僕
か
ら
は
な
れ
、
か
な
し
き
眼
も
て
僕
を
眺
め
る
。
友
よ
、

 
僕
と
語
れ
、
僕
を
笑
へ
。
あ
あ
、
友
は
む
な
し
く
顔
を
そ
む
け
る
。
友
よ
、

 
僕
に
問
へ
。
僕
は
な
ん
で
も
知
ら
せ
よ
う
。
僕
は
こ
の
手
も
て
、
園
を
水
に

 
し
づ
め
た
。
僕
は
悪
魔
の
傲
慢
さ
も
て
、
わ
れ
よ
み
が
へ
る
と
も
園
は
死

 
ね
と
、
願
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
言
は
与
か
。
あ
あ
、
け
れ
ど
も
友
は
、
た
だ

 
か
な
し
き
眼
も
て
僕
を
眺
め
る
。

 
 
大
庭
葉
蔵
は
ベ
ッ
ド
の
う
へ
に
坐
っ
て
、
沖
を
見
て
み
た
。
沖
は
雨
で
け

 
む
つ
て
る
た
。

 
 
夢
よ
り
醒
め
、
僕
は
こ
の
数
行
を
読
み
か
へ
し
、
そ
の
醜
さ
と
い
や
ら

 
し
さ
に
、
消
え
も
い
り
た
い
思
ひ
を
す
る
。
や
れ
や
れ
、
大
仰
き
は
ま
っ
た

 
り
。
だ
い
い
ち
、
大
庭
岩
蔵
と
は
な
に
ご
と
で
あ
ら
う
。
 
（
後
略
）

 
言
う
ま
で
も
な
く
前
半
の
〈
僕
〉
と
、
後
半
「
夢
よ
り
醒
め
、
僕
は
こ
の
数

行
を
読
み
か
へ
し
」
・
．
と
い
う
く
僕
〉
と
は
同
じ
で
は
な
い
。
前
者
が
大
庭
葉

蔵
、
後
者
が
語
り
手
と
し
て
の
く
僕
〉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
ま
た
、
し

か
く
自
明
の
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。
両
者
は
や
が
て
あ
い
寄
り
、
離
れ
、
さ
ら

に
深
く
融
合
し
て
、
語
り
急
な
ら
ぬ
背
後
の
作
者
そ
の
も
の
の
苦
渋
、
不
安
を

顕
前
さ
せ
る
。
い
や
、
こ
の
冒
頭
の
部
分
自
体
が
す
で
に
そ
の
混
在
を
語
っ
て

い
る
。
 
「
大
庭
葉
軸
は
」
云
々
の
一
行
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
冒
頭
の
述
懐
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は
大
庭
葉
蔵
の
も
の
と
な
り
、
続
く
「
夢
よ
り
醒
め
、
僕
は
こ
の
数
行
を
読

み
か
へ
し
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
の
く
僕
〉
は
一
貫
し
て
こ
の
物
語
を
語
る

〈
僕
〉
と
な
り
、
随
時
前
面
に
出
没
し
て
は
作
品
の
舞
台
裏
と
も
い
う
べ
き
、

語
り
手
自
体
の
不
安
や
内
省
や
混
乱
を
と
り
と
め
も
な
く
語
り
出
す
。

 
こ
う
し
て
冒
頭
の
述
懐
、
告
白
は
皇
霊
の
も
の
で
あ
り
、
園
を
殺
し
た
の
は

葉
蔵
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
文
脈
の
背
後
に
息
づ
く
も
の
は

必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
語
っ
て
い
な
い
。
先
の
引
用
部
分
に
続
い
て
、
大
庭
葉

・
蔵
と
は
「
僕
の
主
人
公
に
ぴ
っ
た
り
」
、
 
「
新
鮮
」
に
し
て
「
画
期
的
で
は
な

い
か
。
」
 
「
そ
の
大
庭
葉
面
が
、
ベ
ッ
ド
に
坐
り
雨
に
け
む
る
沖
を
眺
め
て
み

る
の
だ
。
い
よ
い
よ
画
期
的
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
口
調

は
一
転
し
て
「
よ
さ
う
。
お
の
れ
を
あ
ざ
け
る
の
は
さ
も
し
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ひ
し
が
れ
た
自
尊
心
か
ら
来
る
や
う
だ
。
現
に
僕
に
し
て
も
、
ひ
と

か
ら
言
は
れ
た
く
な
い
ゆ
ゑ
、
ま
づ
ま
つ
、
さ
き
に
お
の
れ
の
か
ら
だ
へ
釘
を
う

つ
。
こ
れ
こ
そ
卑
怯
だ
。
も
っ
と
素
直
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
あ
、

謙
譲
に
」
と
い
う
。
世
間
の
非
難
の
前
に
、
 
「
ま
づ
ま
っ
さ
き
に
お
の
れ
の
か

ら
だ
へ
釘
を
う
つ
」
と
は
、
ま
さ
に
冒
頭
の
述
懐
、
告
白
に
つ
な
が
る
も
の
で

は
な
い
か
。

 
こ
う
見
れ
ば
〈
僕
〉
の
二
分
化
は
い
さ
さ
か
曖
昧
に
も
な
っ
て
来
る
。
こ
れ

忙
対
し
て
、
た
し
か
に
冒
頭
述
懐
の
部
分
の
「
『
僕
』
は
そ
の
ま
ま
大
庭
不
偏

で
は
な
い
」
 
「
さ
り
と
て
『
大
庭
葉
蔵
』
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
『
僕
』
で
も

な
い
」
。
 
「
そ
れ
は
書
き
主
な
ら
ぬ
語
り
手
の
『
僕
』
で
あ
り
、
あ
え
て
言
え

ば
作
者
太
宰
の
溜
息
の
よ
う
な
も
の
」
（
吉
佃
熈
生
『
虚
構
の
彷
裡
」
）
だ
と
い

う
評
家
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
こ
の
ま
ま
押
し
て
行
け
ば
作
品
は
い
わ
ゆ

る
『
私
小
説
」
と
な
る
の
だ
が
、
語
り
手
の
『
僕
」
は
、
体
験
的
真
の
表
現
と
伝

達
の
不
可
能
と
い
う
主
題
の
構
造
の
必
然
に
従
っ
て
、
『
大
庭
葉
蔵
』
と
、
書

き
手
の
『
僕
」
に
分
裂
す
る
」
つ
ご
う
し
て
「
大
庭
葉
蔵
は
」
以
下
の
一
行
、

ま
た
こ
れ
に
続
く
「
夢
よ
り
醒
め
、
僕
は
こ
の
数
行
を
読
み
か
へ
し
」
以
下
の

叙
述
に
見
る
ご
と
く
、
 
「
葉
蔵
は
情
死
未
遂
と
い
う
自
己
の
行
為
に
関
し
て
、

『
僕
」
は
葉
蔵
に
つ
い
て
『
小
説
」
を
書
く
と
い
う
行
為
に
関
し
て
」
そ
れ
ぞ

れ
の
「
主
題
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
 
（
同
前
）
ぬ
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

 
こ
れ
は
い
か
に
も
明
晰
な
読
み
だ
が
、
し
か
し
ま
た
「
大
庭
葉
蔵
は
」
云
々

の
一
行
を
も
「
こ
の
数
行
」
に
繰
り
込
ん
で
み
れ
ば
ど
ヶ
な
る
か
。
そ
こ
に
浮

上
す
る
も
の
は
二
者
の
主
題
分
担
な
ら
ぬ
、
主
題
は
〈
語
り
手
〉
の
想
念
の
不

安
、
動
揺
、
混
乱
そ
の
も
の
に
こ
そ
あ
る
と
み
え
る
。
 
つ
ま
り
は
葉
蔵
な
ら

ぬ
、
こ
の
背
後
の
〈
語
り
手
〉
こ
そ
が
真
の
主
人
公
と
み
え
る
。
正
確
に
い
え

ば
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
語
り
手
と
し
て
の
く
僕
〉
で
は
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
背
後

の
〈
語
り
手
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
の
〈
語
り
手
〉
そ
の
も
の
の
眼

が
己
れ
の
影
を
、
機
能
を
対
象
化
し
、
相
対
化
し
て
み
せ
た
の
が
く
僕
〉
で
あ

り
、
そ
の
〈
僕
〉
と
は
い
わ
ゆ
る
作
品
の
舞
台
圏
外
の
語
り
手
で
は
な
く
、
ま

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
に
作
中
に
出
没
し
つ
つ
己
れ
を
語
る
い
ま
ひ
と
り
の
作
申
人
物
で
あ
る
。
こ

う
い
う
言
い
方
が
矛
盾
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
作
者
が
用
意
し
た
作
品
の
場
と

は
、
語
り
手
の
意
識
の
影
そ
の
も
の
が
い
ま
ひ
と
り
の
登
場
人
物
と
化
し
て
伊

藤
し
、
述
懐
し
、
み
ず
か
ら
幕
を
引
い
て
み
せ
る
や
ま
さ
に
そ
う
い
う
仮
空
の

場
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

 
こ
れ
が
い
さ
さ
か
飛
躍
し
た
指
摘
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
先
ず
作
中
の
語

り
手
の
声
に
聴
い
て
み
た
い
。
叙
述
は
最
初
の
段
落
を
過
ぎ
て
葉
蔵
の
入
院
場

面
に
移
る
。
女
は
死
に
、
生
き
残
っ
た
斎
蔵
の
入
院
は
病
院
の
、
と
り
わ
け
若

い
患
者
た
ち
に
破
紋
を
投
げ
る
。
刑
事
の
訊
問
が
あ
り
、
や
が
て
二
人
の
友
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人
、
飛
弾
と
小
菅
が
訪
ね
て
来
る
。
看
護
婦
の
真
野
が
案
内
し
て
二
人
は
食
堂

に
行
く
。
 
「
葉
蔵
は
起
き
あ
が
」
り
、
「
雨
に
け
む
る
沖
を
眺
め
」
る
。

 
 
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
空
濠
の
渕
。
」

 
 
そ
れ
か
ら
最
初
の
書
き
だ
し
へ
返
る
の
だ
。
さ
て
、
わ
れ
な
が
ら
不
手
際

 
で
あ
る
。
だ
い
い
ち
僕
は
、
こ
の
や
う
な
時
間
の
か
ら
く
り
を
好
か
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ち

 
好
か
な
い
け
れ
ど
試
み
た
。
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
。
僕
は
、
こ
の
ふ

 
だ
ん
口
馴
れ
た
地
獄
の
門
の
詠
嘆
を
、
栄
あ
る
書
き
だ
し
の
一
行
に
ま
つ
り

 
あ
げ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ほ
か
に
理
由
は
な
い
。
も
し
こ
の
一
行
の
た

 
め
に
、
僕
の
小
説
が
失
敗
し
て
し
ま
っ
た
と
て
、
僕
は
心
弱
く
そ
れ
を
抹
殺

 
す
る
気
は
な
い
。
見
得
の
切
り
つ
い
で
に
も
う
一
言
。
・
あ
の
一
行
を
消
す
こ

 
と
は
、
僕
の
け
ふ
ま
で
の
生
活
を
消
す
こ
と
だ
。

 
こ
こ
で
も
語
り
手
の
〈
僕
〉
は
い
さ
さ
か
の
告
白
、
弁
明
を
試
み
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
一
種
轄
工
め
か
し
た
語
り
の
な
か
に
、
こ
の
語
り
自
体
の
あ
り
よ

う
を
解
く
ひ
と
つ
の
鍵
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
鍵
は
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
空
濠

の
渕
」
の
一
句
に
あ
る
。
 
「
そ
れ
か
ら
最
初
の
書
き
だ
し
へ
返
る
の
だ
」
と
言

い
、
こ
の
「
時
間
の
か
ら
く
り
」
へ
の
弁
明
が
続
く
わ
け
だ
が
、
こ
と
の
眼
目

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ち

は
そ
こ
に
は
な
い
。
 
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲
し
み
の
市
」
と
い
う
平
舘
の
一
句
を

消
す
こ
と
は
で
き
ぬ
と
い
う
。
そ
の
背
後
に
は
「
空
檬
の
渕
」
の
一
句
が
回
り

つ
く
。
．
い
や
、
こ
と
の
核
心
は
こ
の
後
者
の
一
句
に
こ
そ
あ
る
。
敢
て
い
え
ば

 
 
 
 
 
ま
ち

「
悲
し
み
の
市
」
な
ら
ぬ
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
空
濠
の
渕
」
と
い
う
、
そ
の
〈
空

濠
の
渕
〉
を
み
つ
め
る
語
り
手
の
眼
に
、
こ
の
作
品
の
主
題
、
主
想
は
込
め
ら

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「

『
道
化
の
華
」
を
ど
う
読
む
か
 
！
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法
e
！

二

 
さ
て
、
こ
の
〈
空
檬
の
渕
〉
と
は
何
か
。
あ
る
論
者
は
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
悲

 
 
ま
ち

し
み
の
市
」
と
い
う
「
神
曲
」
の
第
三
曲
、
地
獄
の
門
の
銘
文
に
ふ
れ
て
、
鴎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
げ
き

外
訳
の
〈
こ
＼
す
ぎ
て
、
う
れ
へ
の
市
に
／
こ
、
す
ぎ
て
歎
の
渕
に
〉
 
（
『
即

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一
な
げ
き

興
詩
人
」
）
に
関
連
し
て
、
太
宰
が
そ
の
〈
歎
の
渕
〉
か
ら
く
空
濠
の
渕
〉
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

連
想
し
た
と
す
れ
ば
、
 
「
〈
悲
し
み
の
市
〉
が
、
地
獄
の
総
体
を
さ
す
こ
と
ば

と
す
れ
ば
、
〈
空
檬
の
渕
〉
は
、
よ
り
直
接
的
に
こ
の
作
品
の
核
心
部
に
ひ
ら

く
深
層
の
イ
メ
ー
ジ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
」
 
（
笠
原
伸
夫
『
な
ぜ
、
大
庭
葉

蔵
か
」
）
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
た
し
か
に
〈
空
檬
の
渕
〉
の
一
句
は
、
こ
の
作

品
の
核
心
、
そ
の
深
層
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
と
み
え
る
が
、
だ
と
す
れ
ば

そ
の
〈
空
濠
〉
と
は
何
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ハ
り

 
そ
れ
が
論
者
も
い
う
ご
と
く
「
嫁
く
け
む
っ
た
海
の
印
象
」
を
指
す
も
の
な

ら
ば
、
雨
に
け
む
る
沖
を
み
つ
め
る
葉
蔵
に
「
悲
し
み
の
市
」
な
ら
ぬ
、
 
「
空

濠
の
渕
」
の
一
句
こ
そ
は
ふ
さ
わ
し
い
。
い
や
、
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
作
品
の

終
末
も
ま
た
、
朝
霧
に
け
む
る
海
を
み
つ
め
る
葉
蔵
の
姿
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ

る
。
退
院
の
朝
、
葉
蔵
は
看
護
婦
の
真
野
に
案
内
さ
れ
、
裏
山
の
頂
上
に
辿
り

つ
く
。
，

 
 
葉
蔵
は
、
は
る
か
に
海
を
見
お
ろ
レ
た
。
す
ぐ
足
も
と
か
ら
、
三
十
丈
も

 
の
断
崖
に
な
っ
て
み
て
、
江
の
島
が
真
下
に
小
さ
く
見
え
た
。
ふ
か
い
朝
霧

 
の
奥
底
に
、
海
水
が
ゆ
ら
ゆ
ら
う
こ
い
て
み
た
。
そ
し
て
、
否
、
そ
れ
だ
け

 
の
こ
と
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
葉
蔵
が
み
つ
め
る
も
の
も
ま
た
霧
の
底
に
ゆ
ら
め
く
＜
空
檬
の
渕
〉

で
あ
る
。
彼
が
こ
こ
に
み
つ
め
た
〈
空
檬
の
渕
〉
と
は
何
か
。
 
「
大
庭
葉
蔵
に

く131〕



と
っ
て
、
そ
こ
は
悲
し
み
の
、
な
さ
け
の
、
は
た
ま
た
罪
、
恥
辱
、
狡
狙
、
欺

隔
、
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
悪
徳
の
発
生
す
る
空
薫
」
 
「
い
や
発
生
し
て
消
え
る

処
」
と
も
い
う
べ
き
「
己
れ
の
内
面
」
こ
そ
が
そ
れ
で
は
な
か
っ
た
か
と
先
の

論
者
ば
い
う
。
 
「
語
り
手
が
絶
句
し
た
あ
と
で
も
、
大
庭
三
蔵
は
断
崖
の
う
え

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
立
ち
す
く
み
、
ま
な
ざ
し
を
〈
空
濠
の
渕
〉
に
そ
そ
ぐ
。
」
 
「
葉
蔵
が
み
て

い
る
の
は
己
れ
の
生
の
根
拠
と
し
て
の
、
ヨ
れ
の
内
面
に
ひ
ら
く
＜
空
濠
の

渕
〉
」
で
あ
り
、
 
「
そ
れ
ば
同
時
に
地
獄
へ
の
指
標
と
折
り
重
な
る
」
と
い

う
。
こ
の
指
摘
は
見
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
で
は
主
体
は
〈
語
り
手
〉
な

ら
ぬ
葉
蔵
と
な
る
。
む
し
ろ
葉
蔵
な
ら
ぬ
「
断
崖
の
う
え
に
立
ち
す
く
み
、

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

ま
な
ざ
し
を
〈
空
濠
の
渕
〉
に
そ
そ
」
い
だ
の
は
一
〈
語
り
手
〉
自
体
で
は
な
い

の
か
。

 
そ
の
〈
空
濠
の
渕
〉
と
は
、
た
だ
罪
や
恥
辱
「
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
の
悪
徳
の

発
生
す
る
」
倫
理
的
内
面
な
ら
ぬ
、
そ
の
「
も
ろ
も
ろ
の
悪
徳
」
自
体
を
問
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
ヘ
コ
ヘ
 
 
ヘ
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

っ
め
、
告
白
し
、
語
ろ
う
と
す
る
表
現
自
体
の
場
そ
の
も
の
の
く
空
文
〉
で
ば

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
い
の
か
。
 
〈
語
り
手
〉
は
あ
の
「
こ
こ
を
過
ぎ
て
空
濠
の
渕
」
と
い
う
一
句

か
ら
冒
頭
に
還
る
と
言
っ
た
が
、
同
時
に
こ
の
終
末
の
場
か
ら
、
そ
の
認
識
か

ら
語
り
始
め
ら
れ
た
の
が
こ
の
物
語
で
は
な
か
っ
た
か
。
い
や
、
よ
り
正
確
に

い
え
ば
そ
の
認
識
を
終
末
に
至
っ
て
手
に
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
と
は
倫
理

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
み
な
ら
ぬ
、
作
家
が
生
死
を
賭
け
る
表
現
自
体
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
。

 
太
宰
に
と
っ
て
、
ま
た
こ
の
〈
語
り
手
〉
に
と
っ
て
小
説
と
は
、
ま
た
〈
書

く
〉
と
い
う
行
為
と
は
何
か
。
い
や
、
こ
の
作
品
自
体
が
こ
の
課
題
へ
の
問
い

返
し
で
あ
り
、
実
験
で
は
な
か
っ
た
か
。
先
に
も
述
べ
た
、
こ
の
作
品
で
は
方

法
そ
の
も
の
が
主
題
で
あ
る
と
は
こ
の
こ
と
だ
が
、
も
と
よ
り
〈
語
り
手
〉
に

そ
の
自
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
そ
れ
を
「
復
讐
」
と
呼
ぶ
。

 
 
僕
は
な
ぜ
小
説
葱
書
く
の
だ
ら
う
。
困
っ
た
こ
と
を
言
ひ
だ
し
た
も
の
だ
。

 
仕
方
が
な
い
。
思
は
せ
ぶ
り
み
た
い
で
い
や
で
は
あ
る
が
、
仮
に
一
言
こ
た

 
へ
て
置
か
う
。
 
「
復
讐
」
。

，
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
一
節
だ
が
、
し
か
し
語
る
と
こ
ろ
は
深
い
。
こ
の
〈
復

讐
〉
の
一
語
を
め
ぐ
っ
て
評
家
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
試
み
る
。
評
家
の
ひ
と

り
は
、
こ
の
「
『
復
讐
」
と
い
う
言
葉
に
は
彼
独
特
の
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
て

い
る
」
と
い
う
。
 
「
小
市
民
と
い
ふ
も
の
は
、
こ
ち
ら
が
頭
を
低
く
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
、
の
し
か
か
っ
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
」
 
（
『
虚
構
の

春
』
）
と
い
う
、
 
「
現
実
の
論
理
と
秩
序
に
生
き
て
い
る
も
の
に
対
す
る
太
宰

の
認
識
」
が
あ
り
、
そ
こ
で
そ
の
「
小
市
民
の
論
理
に
対
し
て
は
『
必
ず
人
に

負
け
て
や
る
、
と
い
ふ
悲
し
い
卑
屈
な
役
割
」
 
（
『
東
京
八
景
」
）
を
も
っ
て

し
な
が
ら
、
芸
術
の
面
に
お
い
て
」
は
、
「
芸
術
の
差
は
所
詮
、
市
民
へ
の
奉

仕
の
差
で
あ
る
」
 
（
『
葉
』
）
ど
言
い
つ
つ
、
「
わ
れ
は
山
賊
。
う
ぬ
が
誇
を

か
す
め
と
ら
む
」
 
（
同
前
）
と
い
う
形
で
「
『
復
讐
』
を
な
し
と
げ
る
」
と
い

う
。
「
ま
こ
と
に
屈
折
し
た
『
復
讐
』
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
生
活
者
と
し
て

の
能
力
は
表
現
者
と
し
て
の
自
侍
と
実
践
に
よ
っ
て
ひ
そ
か
に
超
え
ら
れ
る
」

饗
庭
孝
男
『
太
宰
治
論
」
）
と
い
う
太
宰
独
自
の
認
識
と
姿
勢
が
つ
ら
ぬ
か
れ

て
い
る
と
い
う
。

 
ま
た
別
の
評
家
は
、
そ
の
〈
復
讐
〉
の
対
象
と
は
「
生
家
、
己
、
神
、
世

 
ゆ

間
、
現
実
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
が
、
つ
ま
り
は
こ
の
「
実
利
的
で

功
利
的
な
現
実
世
界
」
で
は
な
い
か
と
い
う
。
 
「
〈
小
説
〉
と
い
う
く
虚
構
〉

の
世
界
、
嘘
の
世
界
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
に
〈
復
讐
〉
す
る
。
そ
し
て
、

そ
こ
に
、
〈
永
遠
の
愛
〉
を
、
真
善
美
を
、
本
当
の
も
の
を
、
真
を
、
生
み
出

そ
う
と
い
う
」
。
こ
れ
は
「
『
道
化
の
華
」
と
い
う
題
目
、
主
題
に
も
通
じ
」
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る
も
の
で
あ
り
、
 
「
〈
道
化
〉
、
嘘
、
虚
構
の
う
ち
に
、
 
〈
華
〉
が
、
真
実

が
、
ま
こ
と
が
、
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
 
（
渡
部
芳
紀
『
「
晩
年
」
試
論
一
「
道

化
の
華
」
を
中
心
に
』
）
と
い
う
こ
と
だ
と
も
い
う
。
い
ず
れ
も
生
活
者
の
論

理
、
現
実
の
論
理
に
対
す
る
〈
復
讐
〉
と
い
う
こ
と
だ
が
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん

で
現
実
な
ら
ぬ
、
生
の
不
条
理
そ
の
も
の
へ
の
く
復
讐
〉
と
み
る
解
釈
も
あ

る
。

 
い
ま
ひ
と
り
の
論
者
は
〈
復
讐
〉
と
言
い
．
つ
つ
、
そ
の
対
象
の
何
た
る
か
を

'
作
者
は
書
い
て
い
な
い
。
し
か
し
「
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
描
か
れ
て
い

る
」
。
そ
れ
が
あ
の
終
末
の
部
分
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
作
者
が
ほ
と
ん
ど
失

語
す
る
ほ
か
に
な
い
よ
う
な
何
者
か
が
立
ち
現
わ
れ
」
る
。
 
「
一
切
の
言
葉
を

，
の
み
こ
ん
だ
巨
大
な
空
隙
。
」
 
「
彼
の
絶
対
の
創
作
動
機
で
あ
る
復
讐
は
、
こ

の
巨
大
な
空
隙
、
空
濠
の
渕
に
向
っ
て
の
復
讐
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

い
」
。
そ
れ
は
「
全
て
が
唯
々
空
隙
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
人
生
の
宿
命
的
な
内

実
」
で
あ
り
、
 
「
太
宰
の
実
存
で
あ
る
。
」
 
「
評
家
は
復
讐
の
対
象
と
し
て
、

自
分
・
世
間
・
倫
理
・
神
等
を
充
当
」
す
る
が
、
む
し
ろ
「
そ
れ
ら
の
全
て
を

包
含
し
て
な
お
〈
空
濠
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
生
に
、
そ
の
不
条
理
に
復
讐
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
 
（
佐
藤
昭
夫
『
「
道
化
の
華
」
1

 
〈
僕
〉
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
i
」
）
と
い
う
。

 
こ
れ
は
く
復
讐
〉
の
対
象
を
語
り
、
ま
た
こ
れ
を
〈
空
濠
の
渕
〉
ど
結
び
つ

け
て
の
卓
技
な
論
と
い
う
べ
き
だ
が
、
た
だ
評
家
は
続
け
て
「
作
者
は
型
置
の

 
〈
虚
無
〉
に
対
し
て
復
讐
を
企
て
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
」
と
い
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
葉
蔵
な
ら
ぬ
く
語
り
手
〉
の
虚
無
、
つ
ま
り
は
語
る
一
書
く
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
の
自
明
性
を
も
呑
み
込
む
巨
大
な
虚
無
の
深
渕
そ
の
も
の
へ
の

復
讐
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
葉
蔵
な
ら
ぬ
く
語
り
手
〉
の
絶
句
、
そ
の

『
道
化
の
華
」
を
ど
う
読
む
か
 
一
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法
6
i

失
語
の
意
味
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
に
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で

ゆ
く
前
に
、
こ
の
作
品
の
一
面
、
先
の
論
者
の
い
う
作
者
が
現
実
の
論
理
に
対
-

し
虚
構
の
、
道
化
の
華
を
、
真
実
を
紡
ご
う
乏
す
る
と
い
う
、
こ
の
作
品
の
倫

理
的
側
面
を
一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
三

 
『
道
化
の
華
」
の
素
材
と
し
て
の
心
申
未
遂
事
件
が
、
こ
の
作
品
に
倫
理
的

な
影
を
深
く
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
作
者
は
こ
れ
を
ど
う
扱

お
う
と
し
た
か
。
こ
の
作
品
の
冒
頭
、
あ
の
述
懐
、
告
白
の
部
分
に
も
「
情
死

の
相
手
の
死
と
自
己
の
生
存
」
を
め
ぐ
っ
て
、
 
「
自
己
処
罰
の
衝
動
」
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
が
、
同
時
に
そ
の
「
表
現
全
体
」
が
「
事
実
と

衝
動
を
表
現
し
伝
達
す
る
こ
と
の
不
可
能
を
宣
言
し
て
い
る
」
 
（
吉
田
熈
生
）

こ
と
も
ま
た
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
作
者
は
こ
れ
を
「
事
件
の
後
」
の
回
想
と

し
て
語
り
、
事
件
の
核
心
に
つ
い
て
は
「
隠
蔽
操
作
が
施
さ
れ
」
 
（
同
）
る
。

言
わ
ば
事
件
の
核
心
は
空
洞
の
ま
ま
手
つ
か
ず
に
残
さ
れ
、
事
後
の
舞
台
を
め

ぐ
っ
て
主
題
は
転
移
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
言
え
ば
作
者
の
「
自
己
処
罰
の
衝

動
」
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
倫
理
的
衝
動
へ
と
転
移
し
つ
つ
展
開
し
て
ゆ
く
。
こ

こ
で
も
そ
れ
は
事
実
や
体
験
そ
の
も
の
な
ら
ぬ
、
そ
の
事
実
（
体
験
を
語
る
こ

と
の
倫
理
的
当
否
で
あ
り
、
表
現
の
問
題
そ
の
も
の
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
先
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
ド
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

〈
空
濠
の
渕
〉
 
〈
復
讐
〉
に
続
い
て
、
 
「
美
し
い
感
情
を
以
て
、
人
は
、
悪
い

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

文
学
を
作
る
」
と
い
う
詞
句
が
鍵
と
な
り
、
作
中
三
た
び
繰
返
さ
れ
る
。

 
 
僕
は
三
流
作
家
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
ど
う
や
ら
、
う
っ
と
り
し
す
ぎ
た

 
や
う
で
あ
る
。
パ
ノ
ラ
マ
式
な
ど
と
柄
で
も
な
い
こ
と
を
企
て
、
た
う
と
う
こ

 
ん
な
に
や
に
さ
が
っ
た
。
い
や
、
待
ち
給
へ
。
こ
ん
な
失
敗
も
あ
ら
う
か
と
、

（133）



 
ま
へ
も
っ
て
用
意
し
て
み
た
言
葉
が
あ
る
。
美
し
い
感
情
を
以
て
、
人
は
、

 
悪
い
文
学
を
作
る
。
つ
ま
り
僕
の
、
こ
ん
な
に
う
っ
と
り
し
す
ぎ
た
の
も
、

 
僕
の
心
が
そ
れ
だ
け
悪
魔
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
あ
あ
、
こ
の
言
葉
を
考

 
へ
出
し
た
男
に
さ
い
は
ひ
あ
れ
。
＝
な
ん
と
い
ふ
重
宝
な
言
葉
で
あ
ら
う
。

 
「
こ
こ
ら
で
一
転
、
パ
ノ
ラ
マ
式
の
数
爾
を
展
開
」
し
て
み
せ
よ
う
と
く
僕
〉

が
言
い
、
葉
蔵
の
入
院
の
翌
朝
、
若
い
女
性
の
眼
を
意
識
し
て
気
取
っ
て
み
せ

る
翁
忌
や
、
こ
れ
を
種
に
は
し
ゃ
い
で
み
せ
る
飛
弾
や
小
菅
、
ま
た
若
い
男
女

の
患
者
た
ち
の
反
応
を
か
る
い
タ
ッ
、
チ
で
描
い
て
み
せ
た
、
そ
の
続
き
で
あ
る
。

〈
僕
〉
は
「
パ
ノ
ラ
マ
式
」
叙
法
な
る
も
の
の
失
敗
を
み
ず
か
ら
椰
楡
し
つ

つ
、
 
「
美
し
い
感
情
を
以
て
」
云
々
と
語
る
。

 
二
度
目
は
警
察
か
ら
帰
っ
て
来
た
飛
弾
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
、
骨
壺
を
抱
い

て
ひ
っ
そ
り
と
帰
っ
て
い
っ
た
死
ん
だ
女
の
「
つ
れ
あ
ひ
」
に
ふ
れ
て
の
飛
弾

や
小
菅
の
あ
か
ら
さ
ま
な
共
感
を
描
い
た
直
後
、
 
「
思
ひ
き
っ
て
、
僕
は
顔
を

出
す
」
と
い
う
。
 
「
さ
う
で
も
し
な
い
と
、
僕
は
こ
の
う
へ
書
き
つ
づ
け
る
こ

と
が
で
き
ぬ
」
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
こ
の
小
説
は
混
乱
だ
ら
け
だ
。
」

「
僕
自
身
が
よ
ろ
め
」
き
、
葉
軸
や
小
菅
や
飛
弾
を
「
も
て
あ
ま
し
て
」
い

る
。
こ
の
小
説
は
「
姿
勢
だ
け
の
も
の
」
で
は
な
い
か
。
そ
の
う
ち
「
な
に
か

ひ
と
つ
ぐ
ら
い
む
き
な
も
の
が
出
る
だ
ら
う
と
楽
観
し
て
み
た
」
が
、
ど
う
に

も
駄
目
だ
。
 
「
あ
あ
、
小
説
は
無
心
に
書
く
に
限
る
！
。
美
し
い
感
情
を
以

て
、
人
は
、
悪
い
文
学
を
作
る
。
な
ん
と
い
ふ
馬
鹿
な
。
こ
の
言
葉
に
最
大
級

の
わ
ざ
は
ひ
あ
れ
。
う
っ
と
り
し
な
く
て
、
小
説
な
ど
書
け
る
も
の
か
」
 
「
あ

ま
く
な
れ
、
あ
ま
く
な
れ
。
無
念
無
想
」
と
く
僕
〉
は
苛
立
ち
つ
つ
、
己
れ
を

な
だ
め
る
。
と
こ
で
は
逆
に
「
美
し
い
感
情
を
以
て
」
云
々
は
負
価
値
の
要
素

と
し
て
押
し
返
さ
れ
、
素
朴
な
る
私
小
説
風
の
叙
述
が
賞
揚
さ
れ
る
。
こ
う
し

て
三
た
び
、
こ
の
詞
句
が
登
場
す
る
の
は
終
末
に
近
い
部
分
で
あ
る
。

 
 
こ
の
小
説
を
書
き
な
が
ら
僕
は
、
弓
蔵
を
救
ひ
た
か
っ
た
。
い
や
、
こ
の

 
バ
イ
ロ
ン
に
化
け
損
ね
た
一
匹
の
泥
狐
を
許
し
て
も
ら
ひ
た
か
っ
た
。
そ
れ

 、

ｾ
け
が
苦
し
い
な
か
の
、
ひ
そ
か
な
祈
願
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
日
の
近

 
づ
く
に
つ
れ
、
僕
は
前
に
も
ま
し
て
荒
涼
た
る
気
配
の
ふ
た
た
び
蓄
蔵
を
、

 
僕
を
し
つ
が
に
襲
う
て
来
る
の
を
覚
え
る
の
だ
。
こ
の
小
説
は
失
敗
で
あ

 
る
。
な
ん
の
飛
躍
も
な
い
、
な
ん
の
解
脱
も
な
い
。
僕
は
ス
タ
イ
ル
を
あ
ま

 
り
気
に
し
す
ぎ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
小
説
は
下
品
に
さ
へ
な
．

 
つ
て
み
る
。
た
く
さ
ん
の
言
は
で
も
の
こ
と
を
述
べ
た
の
し
か
も
も
っ
と
重

ゴ
要
な
こ
と
が
ら
を
た
く
さ
ん
言
ひ
落
し
た
や
う
な
気
が
す
る
。
こ
れ
は
き
ざ

 
な
言
ひ
か
た
で
あ
る
が
、
僕
が
長
生
き
し
て
、
幾
年
か
の
ち
に
こ
の
小
説
を

 
手
に
と
る
や
う
な
こ
と
で
も
あ
る
な
ら
ば
、
僕
は
ど
ん
な
に
み
じ
め
だ
ら

 
う
。
お
そ
ら
く
は
一
頁
も
読
ま
ぬ
う
ち
に
僕
は
堪
へ
が
た
い
自
己
嫌
悪
に
お

 
の
の
い
て
、
巻
を
伏
せ
る
に
き
ま
っ
て
み
る
つ
い
ま
で
さ
へ
、
僕
は
、
ま
へ

 
を
読
み
か
へ
す
気
力
が
な
い
の
だ
。
あ
あ
、
作
家
は
、
お
の
れ
の
す
が
た
を

 
む
き
出
し
に
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
作
家
の
敗
北
で
あ
る
。
美
し
い
感

 
情
を
以
て
、
人
は
、
悪
い
文
学
を
作
る
。
僕
は
三
度
こ
の
言
葉
を
繰
り
か
へ

 
す
。
そ
し
て
、
承
認
を
与
へ
よ
う
。

 
 
僕
は
文
学
を
知
ら
ぬ
。
も
い
ち
ど
始
め
か
ら
、
や
り
直
さ
う
か
。
君
、
ど

 
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
い
っ
た
ら
よ
い
や
ら
。

 
こ
の
作
品
自
体
、
ま
た
方
法
自
体
を
め
ぐ
っ
て
の
最
も
真
率
な
る
述
懐
、
告

白
と
も
い
う
べ
き
部
分
で
あ
ろ
う
。
ば
じ
め
は
素
朴
な
る
、
肯
定
的
な
「
美
し

い
感
情
」
に
の
っ
て
の
語
り
口
を
否
定
し
、
次
に
は
「
小
説
は
無
心
に
書
く
に

限
る
」
と
こ
の
詞
句
の
語
る
と
こ
ろ
を
批
判
し
、
最
後
は
こ
の
両
者
を
ふ
ま
え

（ 134 ）一



た
上
で
、
こ
の
詞
句
を
ま
る
ご
と
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
と
い
う
。
こ
の
一
種
弁

証
的
な
展
開
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
明
ら
か
に
意
図
さ
れ
た
作
者
の
に
が
い
内

省
の
跡
が
読
み
と
れ
よ
う
。
こ
の
転
た
び
引
用
さ
れ
る
詞
句
へ
の
た
だ
な
ら
ぬ

固
着
は
何
か
。
先
ず
太
宰
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
を
聴
い
て
み
よ
う
。

四

 
 
「
道
化
の
華
」
は
、
三
年
前
、
私
、
二
十
四
歳
の
夏
に
書
い
た
も
の
で
あ

 
る
。
 
「
海
」
と
い
ふ
題
で
あ
っ
た
。
友
人
の
今
官
一
、
伊
藤
鵜
平
に
読
ん
で

も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
現
在
の
も
の
に
く
ら
べ
て
、
た
い
へ
ん
素
朴
な
形

 
式
で
、
作
中
の
「
僕
」
と
い
ふ
男
の
独
白
な
ぞ
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ

 
る
。
'
物
語
だ
け
を
き
ち
ん
と
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
し
の

 
秋
、
ジ
ッ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
を
御
近
所
の
赤
松
月
船
氏
よ
り
借

 
り
て
読
ん
で
考
へ
さ
せ
ら
れ
、
私
は
そ
の
原
始
的
な
端
正
で
さ
へ
あ
っ
た

 
「
海
」
と
い
ふ
作
品
を
ず
た
ず
た
に
切
り
き
ざ
ん
で
、
 
「
僕
」
と
い
ふ
男
の

 
顔
を
作
中
の
随
所
に
出
没
さ
せ
、
日
本
に
ま
だ
な
い
小
説
だ
と
友
人
聞
に
威

 
張
っ
て
ま
は
っ
た
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
『
川
端
康
成
へ
』
と
題
し
た
文
中
の
一
節
で
あ
り
、
し
ば

し
ば
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ジ
イ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
で
太
宰
が

読
ん
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
武
者
小
路
実
光
・
小
西
茂
也
訳
の
『
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
」
 
（
日
向
堂
、
昭
5
・
1
0
）
で
あ
り
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
長
部
日
出
雄

『
神
話
世
界
の
太
宰
治
」
に
く
わ
し
い
考
証
が
あ
る
）
、
こ
の
書
申
に
例
の

「
美
し
い
感
情
を
以
て
」
云
々
の
言
葉
が
ジ
イ
ド
自
身
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
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へ

て
い
る
。
 
「
私
は
ど
う
し
て
『
美
し
い
感
情
を
以
て
人
は
悪
い
文
学
を
作
る
」
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の
か
、
そ
し
て
『
悪
魔
の
協
力
の
な
い
所
に
は
真
の
芸
術
作
品
は
存
し
な
い
』

『
道
化
の
華
」
を
ど
う
読
む
か
 
一
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法
e
l

か
と
言
ふ
事
を
諸
君
に
説
明
し
た
か
っ
た
」
と
ジ
イ
ド
は
い
う
。
 
「
悪
魔
の
」

云
々
と
は
し
ば
し
ば
引
か
れ
る
周
知
の
一
句
だ
が
、
太
宰
は
敢
て
前
半
の
詞
句

を
引
用
す
る
。
そ
こ
に
太
宰
の
私
小
説
的
伝
統
に
つ
い
て
の
批
判
が
込
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
や
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
道
化
の
華
」
自
体

こ
そ
が
、
即
自
の
体
感
を
信
じ
て
い
さ
さ
か
も
疑
わ
ぬ
「
美
し
い
感
情
を
以

て
」
、
．
私
の
体
験
、
実
感
な
る
も
の
を
忠
実
に
語
り
ど
っ
て
来
た
私
小
説
的
作

法
に
対
す
る
切
実
な
批
判
で
あ
り
、
実
験
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

 
も
は
や
自
明
的
に
語
り
う
る
〈
性
格
〉
な
る
も
の
が
あ
る
の
か
。
す
べ
て
は

く
意
識
の
流
れ
〉
の
変
転
に
過
ぎ
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
は
、
す
で
に
漱
石
の
語

る
と
こ
ろ
で
あ
り
（
『
坑
夫
」
）
、
こ
の
流
れ
を
汲
む
芥
川
も
ま
た
自
明
の

〈
私
〉
な
る
も
の
へ
の
懐
疑
を
語
り
続
け
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
芥
川
の
遺
し

た
「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
な
る
も
の
の
内
実
を
「
自
意
識
上
の
そ
れ
と
し
て

追
求
す
る
か
、
社
会
意
識
的
な
流
れ
と
し
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
か
、
が
昭
和

初
年
代
の
文
学
の
内
包
す
る
最
大
の
命
題
」
で
あ
っ
た
と
は
平
野
謙
が
そ
の

『
昭
和
文
学
史
』
の
冒
頭
に
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
「
自
意
識
上
の
文
学

流
派
と
社
会
意
識
上
の
文
学
運
動
」
と
の
対
立
に
加
え
て
「
既
成
リ
ア
ゾ
ズ

ム
」
の
対
立
と
い
う
、
こ
の
「
三
派
鼎
立
」
と
「
世
界
的
同
時
性
」
、
加
え
て

「
人
間
性
の
解
体
」
こ
そ
が
昭
和
文
学
史
の
基
本
的
様
相
で
あ
っ
た
と
は
、
こ

れ
も
ま
た
平
野
謙
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
「
人
間
性
の
解
体
」
即
ち
、
も
は

や
自
明
な
る
〈
私
〉
を
自
明
と
し
て
語
り
う
る
か
と
い
う
問
い
は
小
林
秀
雄
の

『
私
小
説
論
』
 
（
昭
1
0
・
8
）
の
み
な
ら
ず
、
時
代
そ
の
も
の
に
底
流
す
る
所

で
あ
り
、
横
光
利
一
の
『
純
粋
小
説
論
』
 
（
昭
1
0
・
4
）
の
語
る
所
も
ま
た
こ

れ
と
重
な
る
。

 
 
こ
の
「
自
分
を
見
る
自
分
」
と
い
ふ
新
し
い
存
在
物
と
し
て
の
人
称
が
生

し
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じ
て
か
ら
は
、
す
で
に
役
に
立
た
な
ぐ
な
っ
た
古
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
一

 
層
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
来
た
の
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
不
便

 
は
そ
れ
の
み
に
あ
ら
ず
し
て
、
こ
の
人
々
の
内
面
を
支
配
し
て
み
る
強
力
な

 
自
意
識
の
表
現
の
場
合
に
、
幾
ら
か
で
も
真
実
に
近
づ
け
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を

・
 
与
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
作
家
は
も
早
や
い
か
な
る
方
法
か
で
、
自
分
の
操

 
作
に
適
合
し
た
四
人
称
の
発
明
工
夫
を
し
な
い
限
り
、
表
現
の
方
法
は
な
い

 
の
で
あ
る
。

 
横
光
の
論
旨
は
全
体
と
し
て
か
な
り
不
透
明
で
あ
り
、
こ
の
部
分
に
い
う

 
〈
四
人
称
〉
な
る
概
念
も
ま
た
曖
昧
だ
が
、
し
か
し
自
我
の
解
体
、
自
意
識

の
分
裂
を
め
ぐ
る
当
時
の
文
学
状
況
の
一
斑
は
、
こ
こ
に
も
あ
ざ
や
か
に
読
み

と
れ
よ
う
。
こ
の
小
林
や
横
光
の
論
と
同
じ
昭
和
十
年
に
発
表
さ
れ
た
の
が

 
『
道
化
の
華
』
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
小
説
の
冒
頭
、
 
「
私
は
・
：

…
」
と
語
り
か
け
て
、
こ
の
鮮
明
に
語
り
出
さ
れ
る
〈
私
〉
と
は
何
か
と
問
う

語
り
口
は
同
年
の
石
川
淳
の
『
佳
人
」
な
ど
に
も
見
る
所
で
あ
り
、
太
宰
の
第

 
一
創
作
集
『
晩
年
』
に
収
め
ら
れ
た
諸
篇
の
語
る
所
で
も
あ
っ
た
。
解
体
し
た

自
我
と
流
失
す
る
自
意
識
の
無
限
の
変
転
が
作
中
、
自
己
の
二
様
、
三
様
の
分
，

身
を
ふ
ま
え
て
問
う
『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
や
『
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
な
ど
に
す

で
に
見
ら
れ
、
ま
た
『
道
化
の
華
』
以
後
に
あ
っ
て
は
「
虚
構
の
漁
舟
」
三
部

作
を
な
す
「
狂
言
の
神
」
『
虚
構
の
春
」
、
さ
ら
に
は
『
ダ
ス
・
ゲ
マ
イ
ネ
」

「
な
ど
の
試
み
に
も
見
る
所
だ
が
、
し
か
し
太
宰
が
こ
れ
を
す
ぐ
れ
て
切
実
な
、

ま
た
明
晰
な
方
法
意
識
と
し
て
最
初
に
問
お
う
と
し
た
も
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
『
道
化
の
華
」
一
篇
で
あ
ろ
う
。

 
 
す
で
に
ジ
イ
ド
の
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
触
発
さ
れ
る
必
然
も
ま
た

明
白
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
が
こ
の
論
に
よ
っ
て
何
を
得
た
か
と
い
う
、
そ
の

正
と
負
は
正
確
に
計
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
先
の
三
た
び
引
用
の
一
句
は
ジ
イ

ド
の
『
ヴ
ィ
ユ
ー
・
コ
コ
ロ
ン
ビ
エ
に
於
け
る
講
演
」
中
の
↓
節
で
あ
り
、
こ

れ
は
ジ
イ
ド
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
平
中
、
最
も
主
要
な
も
の
と
い
わ
れ
る
。

ジ
イ
ド
は
こ
の
な
か
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
描
く
人
物
の
「
自
家
撞
着
」
や

「
感
情
の
二
元
性
」
な
る
も
の
に
ふ
れ
、
 
『
未
成
年
』
の
ウ
ェ
ル
シ
口
裏
フ
の

告
自
を
引
く
。

 
「
私
は
心
が
言
葉
で
一
ぽ
い
に
な
っ
て
み
る
。
そ
れ
な
の
に
私
は
そ
れ
を
言
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へ

ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
に
は
自
分
が
二
つ
に
分
れ
て
み
る
や
う
に
思
へ
る
の

だ
。
」
「
本
当
に
私
は
二
つ
に
分
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
私
に
は
馳

本
当
に
怖
い
の
だ
。
ま
る
で
自
分
に
瓜
二
つ
の
人
間
が
自
分
の
そ
ば
に
立
っ
て

る
る
や
う
な
工
合
な
ん
だ
」
 
（
寺
田
透
訳
以
下
同
）
。
あ
る
い
は
『
悪
霊
」
の

ス
タ
ヴ
．
ロ
ー
ギ
ン
の
善
悪
二
元
に
引
き
裂
か
れ
る
苦
悩
に
ふ
れ
て
、
ジ
イ
ド
は

「
す
べ
て
の
人
間
の
う
ち
に
、
い
つ
で
も
一
つ
は
神
に
向
ふ
ハ
一
つ
は
魔
王
に

向
ふ
、
二
つ
の
同
時
的
請
願
が
あ
る
」
と
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
言
う
と
こ
ろ

で
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
「
作
中
人
物
の
大
部
分
が
、

し
か
も
も
っ
と
も
重
要
な
作
中
人
物
が
ま
だ
若
い
、
や
う
や
く
形
成
さ
れ
た
ば

か
り
の
存
在
で
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
」
で
あ
り
、
 
「
彼
に
も
っ
と
も
興
味

を
抱
か
せ
る
の
は
、
感
情
の
素
因
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
」
る
と
い
う
。

 
こ
の
人
間
内
部
の
分
裂
、
混
沌
を
、
混
沌
そ
の
ま
ま
に
人
間
自
体
が
（
作
家

自
身
が
）
描
き
う
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
混
沌
の
魔
、
デ
ー
モ
ン
の
、
悪
魔
の

協
力
な
く
し
て
な
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
ジ
イ
ド
の
い
う
「
真
の

芸
術
作
品
に
し
て
そ
こ
に
悪
魔
の
協
力
の
七
っ
て
る
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い

う
言
葉
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
ジ
イ
ド
は
フ
ラ
ン
ス
人
は
「
無
定
形
な
も
の
を

嫌
悪
」
す
る
が
、
 
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
は
無
定
形
で
は
」
な
い
。
 
「
た
だ
単
」
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に
彼
の
美
の
法
典
が
、
わ
れ
わ
れ
の
地
中
海
的
法
典
と
相
異
っ
て
み
る
だ
け
」

だ
と
い
う
。
す
で
に
ジ
イ
ド
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
か
ら
受
け
た
啓
示
は
ま

た
、
太
宰
の
も
の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
「
地
中
海
的
法
典
」

な
ら
ぬ
、
 
「
原
始
的
な
端
正
で
さ
へ
あ
っ
た
」
と
い
う
「
『
海
』
と
い
ふ
作
品

を
ず
た
ず
た
に
切
り
き
ざ
」
み
、
混
沌
そ
の
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
。
そ
こ
に

描
か
れ
る
も
の
は
ま
さ
し
く
若
者
た
ち
、
 
「
よ
う
や
く
形
成
さ
れ
た
ば
か
り
の

存
在
」
，
で
あ
り
、
彼
ら
が
意
識
、
無
意
識
に
露
呈
す
る
「
感
情
の
素
因
」
、
そ

の
素
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
生
み
出
す
波
動
が
ひ
と
つ
の
作
品
的
紋
様
を
描

き
出
し
て
ゆ
く
。

五

 
こ
こ
で
『
道
化
の
華
』
が
大
庭
急
心
を
翻
心
に
語
り
つ
つ
、
小
菅
や
飛
弾
を

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
ら
め
て
し
ば
し
ば
彼
等
ど
呼
ぶ
こ
と
、
い
や
、
彼
（
大
庭
葉
蔵
）
と
彼
等

が
し
ば
し
ば
渾
然
、
不
可
分
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
ど
は
注
目
し
て

よ
い
。
事
件
の
原
因
は
何
か
と
適
わ
れ
、
 
「
何
も
か
も
原
因
の
や
う
な
気
が
し

て
」
幽
と
眩
く
葉
蔵
に
ふ
れ
て
「
葉
蔵
は
い
ま
、
な
に
も
か
も
、
と
眩
い
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
彼
が
う
っ
か
り
吐
い
て
し
ま
っ
た
本
音
で
は
な
か
ら
う

か
。
彼
等
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
は
、
渾
沌
と
、
そ
れ
か
ら
、
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ

反
嬢
と
だ
け
が
あ
る
。
或
ひ
は
、
自
尊
心
だ
け
、
・
「
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ

ぬ
。
し
か
も
細
く
と
ぎ
す
ま
さ
れ
た
自
尊
心
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
微
風
に
で

も
ふ
る
へ
を
の
の
く
。
侮
辱
を
受
け
た
と
思
ひ
こ
む
や
い
な
や
、
死
な
ん
哉
と

も
だ
え
る
。
葉
隠
が
お
の
れ
の
自
殺
の
原
因
を
た
つ
ね
ら
れ
て
当
惑
す
る
の
も

無
理
が
な
い
の
で
あ
る
。
i
な
に
も
か
も
で
あ
る
」
と
語
り
手
は
い
う
。
葉

蔵
の
問
題
は
転
移
し
て
「
彼
等
」
の
問
題
と
な
り
、
ま
た
葉
蔵
に
還
る
。
幽

『
道
化
の
華
」
を
ど
う
読
む
か
 
一
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法
8
一

 
ま
た
自
殺
認
助
罪
に
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
不
安
に
お
の
の
く
葉
蔵

に
ふ
れ
て
「
ひ
と
一
人
を
殺
し
た
あ
と
ら
し
く
も
な
く
、
彼
等
の
態
度
が
あ
ま

り
に
の
ん
き
す
ぎ
る
と
葱
懸
を
感
じ
て
み
た
ら
ル
い
諸
君
は
、
こ
こ
に
い
た
っ

て
は
じ
め
て
快
哉
を
叫
ぶ
だ
ら
う
。
ざ
ま
を
見
う
と
。
し
，
か
し
、
そ
れ
は
酷
で

あ
る
。
な
ん
の
、
の
ん
き
な
こ
と
が
あ
る
も
の
か
。
つ
ね
に
絶
望
の
と
な
り
に

る
て
、
傷
つ
き
易
い
道
化
の
華
を
風
に
も
あ
て
ず
っ
く
っ
て
み
る
こ
の
も
の
悲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

し
さ
を
君
が
判
っ
て
呉
れ
た
な
ら
ば
1
」
と
も
い
う
。
こ
こ
で
も
主
体
は
彼
・
で

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
り
、
ま
た
彼
等
で
あ
る
。
い
や
、
語
り
手
は
こ
の
「
三
人
の
青
年
は
、
層
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
ロ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
、
こ
れ
は
僕
た
ち
の
英
雄
だ
。
」
 
「
僕
は
こ
の
三
人
を
、
主
張
し
て
み
る
だ

ヘ
 
 
へ

け
だ
」
と
さ
え
い
う
。

 
ま
さ
に
こ
れ
は
語
り
手
〈
僕
〉
を
含
む
青
年
の
主
張
で
あ
り
、
 
「
三
蔵
と
小

菅
と
飛
弾
と
、
そ
れ
か
ら
僕
と
四
人
か
か
つ
て
せ
っ
か
く
よ
い
工
合
に
も
り
あ

げ
た
、
い
つ
ぶ
う
変
っ
た
雰
囲
気
も
」
院
長
と
葉
蔵
の
兄
と
い
う
「
二
人
の
お

と
な
を
登
場
さ
せ
た
ば
か
り
に
、
す
っ
か
り
滅
茶
滅
茶
で
」
あ
り
、
「
見
る
か
．

げ
も
な
く
萎
え
し
な
び
」
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
 
「
彼
等
の
有
頂
天
な
狂
言

を
、
現
実
の
呼
び
こ
ゑ
が
」
「
せ
せ
ら
笑
っ
て
ぶ
ち
こ
は
し
」
て
し
ま
う
。
す

で
に
明
白
な
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
友
人
た
ち
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
葉
蔵
の
孤

絶
な
ら
ぬ
、
「
彼
等
」
青
年
た
ち
と
大
人
の
世
界
と
の
対
立
、
さ
ら
に
は
絶
望

の
な
か
に
「
傷
つ
き
易
い
道
化
の
華
」
を
紡
ぎ
つ
づ
け
る
、
彼
の
み
な
ら
ぬ
彼

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ら
の
孤
独
、
憂
悶
こ
そ
が
「
主
張
」
さ
れ
る
。
言
わ
ば
事
件
の
核
心
は
手
つ
か

ず
の
、
空
白
の
ま
ま
に
や
り
過
ご
さ
れ
、
青
年
と
大
人
、
夢
と
現
実
の
対
立
と

も
い
う
べ
き
構
図
の
み
が
正
面
に
せ
り
上
っ
て
来
る
。
こ
の
鱈
晦
と
は
何
か
と

問
う
前
に
、
再
び
彼
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
か
ら
掴
み
え
た
も
の
、
あ
る
い
は

掴
み
え
な
か
っ
た
も
の
の
何
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に
と
っ
て
「
人
間
と
は
呼
び
か
け
の
主
体
」
で
あ
り
、

「
主
体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
た
だ
呼
び
か
け
る
こ
と
だ
け
が
可

能
」
だ
と
バ
ァ
チ
ン
（
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
新
谷
敬
三
郎
訳
）
は
い
う
。

「
内
部
の
人
間
を
冷
厳
中
正
な
分
析
の
対
象
に
し
て
し
ま
っ
て
は
、
捉
え
る
こ

と
も
、
見
る
こ
と
も
、
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
と

一
体
と
な
り
感
情
移
入
を
行
っ
て
も
、
や
は
り
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
接
近
し
、
そ
れ
を
開
示
す
る
一
よ
り
正
確
に
は
、

そ
れ
を
し
て
み
ず
か
ら
開
示
せ
し
め
る
一
た
め
に
は
、
そ
れ
と
対
話
的
に
交

流
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
」
 
「
存
在
す
る
と
は
対
話
的
に
交
流
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
対
話
が
終
れ
ば
、
す
べ
て
は
終
る
」
と
い
う
。
ま
た
「
主
人
公
た
ち
の

外
部
の
対
話
の
応
答
と
内
な
る
対
話
の
応
答
と
に
は
交
叉
、
、
和
声
、
あ
る
い
は

渋
帯
が
あ
る
。
ひ
と
つ
の
観
念
、
思
想
、
言
葉
は
い
く
つ
か
の
溶
け
A
口
う
こ
と

の
な
い
声
た
ち
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
な
響
き
を
奏
で
る
」
。

こ
の
「
多
く
の
異
な
っ
た
声
た
ち
に
テ
ー
マ
が
導
か
れ
る
こ
と
、
テ
ー
マ
の

原
理
自
体
に
潜
む
、
い
わ
ば
打
ち
消
す
べ
く
も
な
い
多
声
望
性
質
と
異
質
性
」

．
「
そ
の
声
た
ち
の
配
置
の
仕
方
と
そ
の
相
互
作
用
こ
そ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
に

と
っ
て
は
重
要
な
」
課
題
で
あ
り
、
こ
の
「
思
考
す
る
人
間
の
意
識
と
そ
の
意
識

の
対
話
的
存
在
領
域
の
深
層
、
特
性
」
こ
そ
は
従
来
の
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
型
の
小

説
」
、
 
「
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
捉
え
」
え
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
イ
小
説
に
し
て
、
初
め
て
真
に
芸
術

的
表
現
の
対
象
た
り
え
た
も
の
だ
」
と
い
う
。

 
こ
う
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
「
描
写
の
主
た
る
対
象
は
言
葉
そ
の
も

の
、
し
か
も
全
能
な
る
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
作
品

1
そ
れ
は
言
葉
へ
呼
び
か
け
る
、
言
葉
に
つ
い
て
の
言
葉
で
あ
る
」
。
そ
こ

で
は
「
描
写
さ
れ
る
言
葉
と
描
写
す
る
言
葉
と
は
同
一
．
の
次
元
、
同
一
の
資
格

で
出
会
う
。
両
者
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
話
的
角
度
か
ら
お
た
が
い
に
浸
透
し
あ

い
、
 
お
た
が
い
に
重
な
り
あ
う
。
 
こ
の
出
合
い
の
結
果
、
言
葉
の
新
し
い
側

面
、
新
し
い
機
能
が
開
示
さ
れ
、
前
面
に
出
て
く
る
」
。
こ
の
パ
フ
チ
ン
の
い

う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
世
界
の
特
性
、
そ
の
方
法
の
示
唆
す
る
所
は
、
パ
フ
チ

ン
流
の
明
晰
な
分
析
は
別
と
し
て
も
、
意
識
、
無
意
識
の
う
ち
に
ジ
イ
ド
の
み

'
な
ら
ぬ
、
太
宰
に
と
っ
て
も
多
く
の
啓
示
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
い
や
、
こ

の
課
題
は
有
形
、
無
形
に
近
代
文
学
の
直
面
す
る
課
題
と
交
叉
す
る
所
で
あ

一
り
、
評
家
の
い
う
ご
と
く
「
近
代
は
人
間
が
人
間
に
問
題
を
見
出
し
た
、
つ
ま

り
人
間
の
弱
な
る
人
間
《
私
》
を
発
見
し
て
、
そ
の
《
私
》
の
理
念
化
（
結

局
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
化
）
の
道
を
歩
ん
だ
と
す
れ
ば
、
現
代
は
《
私
》
の
内
な
る

体
験
の
客
体
化
と
し
て
の
言
語
表
現
が
問
題
と
な
っ
た
時
代
」
 
（
新
谷
敬
三

郎
『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
と
パ
フ
チ
ン
」
）
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
太
宰
の

み
な
ら
ぬ
小
林
秀
雄
や
横
光
利
一
ら
、
当
代
の
多
く
の
文
学
者
の
直
面
す
る
所

で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
昭
和
十
年
と
い
う
同
時
期
に
小
林
の
『
私
小

説
論
』
や
横
光
の
「
純
粋
小
説
論
』
、
ま
た
石
川
淳
の
『
佳
人
』
．
そ
の
他
が
太

宰
の
『
道
化
の
華
」
と
と
も
に
登
場
し
た
こ
と
右
、
ま
た
露
な
き
こ
と
で
は
あ

る
ま
い
。

 
太
宰
も
ま
た
ジ
イ
ド
の
『
下
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
論
」
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
パ

フ
チ
ン
の
い
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ら
ぬ
、
あ
る
意
味
で
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
手

法
の
試
み
を
手
が
け
た
は
ず
で
あ
る
。
内
的
意
識
の
多
奏
的
な
声
、
そ
の
声
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
「
テ
コ
マ
が
導
か
れ
る
こ
止
」
、
 
「
そ
の
声
た
ち
の
配
置
の

仕
方
や
相
互
作
用
」
、
そ
の
外
的
あ
る
い
は
内
的
対
話
の
「
交
叉
、
和
声
、
あ

る
い
は
渋
帯
」
の
様
相
。
し
か
も
描
写
の
究
極
の
対
象
と
は
人
格
的
実
体
な
ら
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ぬ
「
言
葉
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
描
写
さ
れ
る
言
葉
と
描
写
す
る

言
葉
と
が
同
一
の
次
元
、
資
格
で
出
合
う
」
と
は
、
す
で
に
見
た
ご
と
く
『
道

化
の
華
」
を
つ
ら
ぬ
く
ひ
そ
か
な
方
法
意
識
に
つ
な
が
る
も
の
で
も
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
ど
う
か
。
葉
蔵
と
〈
僕
〉
コ
い
う
内
的
意
識

の
多
元
化
は
、
両
者
の
盲
動
的
な
対
話
な
ら
ぬ
同
化
の
軌
道
を
辿
っ
て
ゆ
く
。

父
親
の
批
判
替
「
言
ひ
か
け
て
口
を
暎
ん
」
だ
主
人
公
を
「
比
重
は
お
と
な
し

く
し
て
み
る
。
．
僕
の
身
代
り
に
な
っ
て
、
妥
協
し
て
み
る
の
で
あ
る
」
と
言

い
、
終
末
近
く
に
至
っ
て
は
「
僕
は
前
に
も
ま
し
て
荒
涼
た
る
気
配
の
ふ
た
た

び
葉
蔵
を
、
僕
を
し
っ
か
に
襲
う
て
来
た
の
を
覚
え
る
」
と
も
い
う
。
そ
こ
で

は
葉
蔵
は
〈
僕
〉
と
の
語
り
の
な
か
に
重
唱
さ
れ
、
向
き
直
っ
て
来
る
ひ
と
り

の
他
者
で
は
な
い
。
そ
の
内
的
対
話
の
交
叉
、
副
帯
も
、
〈
僕
〉
の
語
り
の
と

ま
ど
い
や
書
誌
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
い
に
異
質
の
次
元
を
開
示
し
て
ゆ
く
も
の

で
は
な
い
。
 
「
多
く
の
異
な
っ
た
声
た
ち
に
」
 
「
導
か
れ
る
」
べ
き
「
テ
ー

噛
マ
」
も
結
局
は
「
彼
等
」
青
年
た
ち
と
「
お
と
な
の
世
界
」
と
に
分
割
さ
れ
、

そ
の
お
と
な
た
ち
も
ま
た
「
彼
等
」
の
世
界
を
つ
か
の
間
に
覗
き
込
む
現
実
の
・

眼
、
 
「
現
実
の
声
」
で
あ
っ
て
も
、
つ
い
に
、
彼
ら
を
ゆ
る
が
す
異
質
の
他
者
で

は
な
い
。
 
〈
僕
〉
が
問
い
か
け
る
〈
君
〉
、
あ
る
い
は
君
た
ち
読
者
も
ま
た
例

外
で
は
な
い
。
終
末
に
至
っ
て
「
東
新
も
僕
も
、
お
そ
ら
く
は
諸
君
も
」
と
語

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

り
か
け
、
「
僕
た
ち
は
た
だ
、
山
の
頂
上
に
行
き
つ
い
て
み
た
い
の
だ
。
そ
こ

に
は
何
が
あ
る
。
何
が
あ
ら
う
。
い
さ
さ
か
の
期
待
を
そ
れ
の
み
に
つ
な
」
ぐ

ば
か
り
だ
と
い
う
。

 
こ
う
し
て
す
べ
て
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ら
ぬ
く
僕
〉
の
語
り
、
そ
の
モ
ノ

ロ
ー
グ
の
世
界
に
収
劔
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
 
〈
僕
〉
が
、
い
や
背
後
の
作
者
が

そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
わ
け
は
な
い
。
 
「
あ
あ
、
作
家
は
、
お
の
れ
の
す
が
た
を
む

『
道
化
の
華
」
を
ど
う
読
む
か
 
1
太
宰
治
・
そ
の
主
題
と
方
法
e
一

き
出
し
に
し
て
は
い
け
な
い
コ
そ
れ
は
作
家
の
敗
北
で
あ
る
。
美
し
い
感
情
を

以
て
、
人
は
、
悪
い
文
学
を
作
る
。
僕
は
三
度
こ
の
言
葉
を
繰
り
返
す
、
そ
し

て
、
承
認
を
与
へ
よ
う
」
と
は
、
逆
説
な
ら
ぬ
背
後
の
作
者
の
ひ
そ
か
な
本
心

の
吐
露
で
も
あ
ろ
う
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
私
小
説
批
判
に
発
し
た
こ
の
ジ
イ
ド

の
詞
句
の
引
用
が
、
こ
の
小
説
の
終
末
に
至
っ
て
わ
が
身
に
ふ
り
か
か
る
言
葉

と
な
る
。
自
虐
と
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
の
あ
い
か
ら
む
こ
の
作
者
特
有
の
生
理
が
方

法
を
裏
切
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。
そ
の
生
理
そ
の
も
の
が
不
可
分
の
方
法
と
化

し
た
と
い
う
べ
き
か
。
 
「
僕
こ
そ
、
渾
沌
と
自
尊
心
の
か
た
ま
り
で
な
か
っ
た

ら
う
か
。
こ
の
小
説
も
へ
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
な
か
っ
た
ら
う
か
』
。
こ

の
に
が
い
発
見
と
嘆
息
を
か
か
え
て
、
．
語
り
手
は
終
末
に
急
ぐ
。
し
か
し
、
そ

こ
に
待
ち
受
け
る
も
の
は
、
あ
の
〈
空
濠
の
渕
〉
で
あ
る
。
こ
う
し
て
最
後
に

語
り
手
の
絶
句
が
来
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
〈
空
檬
の
渕
〉
を
み
つ
め
る
葉
蔵
の

背
後
に
か
さ
な
る
作
者
の
眼
に
遡
れ
ば
、
 
〈
空
檬
の
渕
〉
と
は
ま
さ
に
作
者
の

倫
理
と
認
識
に
か
か
わ
る
二
重
の
意
味
を
帯
び
て
来
よ
う
。

 
「
私
た
ち
は
、
山
の
頂
き
に
た
ど
り
つ
い
た
。
す
ぐ
足
も
と
か
ら
百
丈
も
の
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断
崖
に
な
っ
て
み
て
、
深
い
朝
霧
の
奥
底
に
海
が
ゆ
ら
ゆ
ら
う
こ
い
て
み
た
」

と
は
、
太
宰
が
黒
木
舜
平
な
る
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
昭
和
九
年
四
月
「
文
化
公
論
」

に
発
表
し
た
『
断
崖
の
錯
覚
』
の
「
一
節
で
あ
り
、
 
『
道
化
の
華
」
終
末
の
描
写

と
酷
似
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
る
所
で
も
あ
る
。
 
『
葉
」
や
『
虚
構
の

春
」
、
ま
た
『
断
崖
の
錯
覚
」
に
描
か
れ
る
心
中
未
遂
事
件
の
描
写
に
、
い
ず

れ
も
死
ん
で
ゆ
く
女
の
呼
ぶ
男
の
名
が
自
分
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
れ
が
こ
の

事
件
の
核
心
に
自
分
は
い
た
か
、
真
の
自
分
は
不
在
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う

罪
の
痛
覚
を
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
 
『
道
化
の
華
』
の
語
る
所
も
ま
た
こ

れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
 
「
僕
は
こ
の
手
も
て
、
園
を
水
に
し
づ
め
た
」
云
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々
め
冒
頭
の
一
句
も
、
そ
れ
が
大
庭
高
蔵
と
い
う
仮
構
の
人
物
の
告
白
で
あ

り
、
さ
ら
に
「
夢
か
ら
醒
め
」
た
語
り
手
の
〈
僕
〉
に
よ
っ
て
こ
の
「
醜
さ
と

い
や
ら
し
さ
」
、
ま
さ
に
「
大
仰
き
は
ま
っ
た
り
」
と
片
づ
け
ら
れ
る
と
い

う
、
い
さ
さ
か
手
の
込
ん
だ
手
法
の
な
か
に
押
し
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
の
痛
覚
の
所
在
を
疑
う
こ
と
は
で
き
ま
い
。
作
者
は
こ
の
体
験
を
従
来
の
私

小
説
的
方
法
で
も
、
ま
た
客
観
小
説
の
手
法
で
も
語
り
う
る
も
の
と
は
し
な
か

っ
た
。
い
や
、
そ
の
よ
う
な
手
法
で
は
つ
い
に
語
り
え
ぬ
と
す
る
所
に
、
作
者

の
倫
理
と
誠
実
は
賭
け
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

 
し
か
し
こ
の
倫
理
的
認
識
が
同
時
に
、
語
る
べ
き
主
体
の
分
裂
、
意
識
の
多

元
化
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
よ
り
多
声
的
な
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
手

法
の
実
現
と
い
う
文
学
的
野
心
と
か
ら
み
っ
つ
展
開
し
は
じ
め
た
時
、
そ
の
主

題
と
方
法
は
求
心
な
ら
ぬ
、
遠
心
分
離
の
無
限
回
転
を
繰
り
返
し
つ
つ
く
空
濠

の
渕
〉
を
め
ぐ
り
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
 
〈
空
濠
の
渕
〉
に
仔
ん
で
失
語

し
、
絶
句
す
る
所
に
、
主
題
は
そ
の
ま
ま
完
結
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
方
法
が

主
題
と
な
り
、
作
者
の
生
理
が
こ
れ
を
裏
切
る
と
は
冒
頭
に
も
ふ
れ
た
所
だ

が
、
罪
の
痛
覚
も
、
意
識
や
表
現
を
め
ぐ
る
自
同
律
的
な
欠
如
の
体
感
も
、
方

法
の
混
乱
を
み
せ
つ
つ
こ
れ
を
ひ
そ
か
な
文
学
的
な
野
心
と
す
る
作
家
の
ヴ
ア

ニ
テ
ィ
も
、
す
べ
て
を
包
ん
で
作
者
も
ま
た
〈
空
濠
の
渕
〉
に
仔
む
。
こ
れ
を

生
そ
の
も
の
、
表
現
そ
の
も
の
の
含
む
欠
如
の
認
識
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

が
、
ま
た
一
面
パ
フ
チ
ン
的
視
角
か
ら
み
れ
ば
、
終
末
の
、
人
物
も
語
り
手
も

読
者
も
す
べ
て
を
捲
き
込
ん
で
ひ
と
息
に
山
上
へ
と
運
び
、
末
尾
の
一
句
を
も

っ
て
断
ち
切
る
叙
法
の
あ
ざ
や
か
さ
に
、
ま
さ
に
描
写
の
対
象
が
「
言
葉
そ
の

も
の
」
で
あ
り
、
 
（
つ
ま
り
は
意
識
そ
の
も
の
で
あ
り
）
 
「
描
写
さ
れ
る
言
葉

と
描
写
す
る
言
葉
」
と
の
み
ご
と
な
出
会
い
を
か
い
聞
見
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
た
だ
そ
れ
を
ヨ
れ
の
生
理
と
し
て
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
所
に
、

限
界
も
ま
た
特
性
も
あ
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。

太
宰
の
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