
『
行
 
人
』
論

1
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
一

博
士
課
程
三
年

関

谷

由
 
美
 
子

↓
技
法
に
つ
い
て

（

 
『
行
人
』
が
長
野
二
郎
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、
次
の
よ

う
な
事
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
二
郎
は
単
に
照
射
的
な
語
り
手
な
の
で
は
な
く
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1

物
語
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
重
要
な
当
事
者
、
す
な
わ
ち
〈
体
験
的
〉
語
り
手
で

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

あ
っ
て
、
読
者
が
見
る
の
は
登
場
人
物
で
は
な
く
、
登
場
人
物
が
見
る
も
の
だ

 
 
 
 
 
 
 
注
2

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
読
者
は
こ
の
物
語
を
、
①
二
郎
の
人
格
お
よ
び

 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
注
3

肉
体
性
と
、
②
二
郎
と
二
郎
の
語
る
人
物
と
の
関
係
性
に
依
拠
し
て
読
む
の
で

あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
「
自
分
は
今
に
な
っ
て
取
り
返
す
事
も
償
ふ
事
も

出
来
な
い
此
態
度
を
深
く
鐵
悔
し
た
い
と
思
ふ
。
」
（
兄
四
十
二
）
な
ど
の
、
既

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
起
っ
て
し
ま
っ
た
出
来
事
に
対
す
る
二
郎
の
悔
恨
が
物
語
の
底
流
に
あ
り
、

そ
れ
が
語
り
手
の
〈
今
、
此
処
〉
、
つ
ま
り
方
位
感
覚
を
絶
え
ず
規
定
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
読
者
が
物
語
の
〈
実
相
〉
を
つ
か
む
た

め
に
は
、
読
者
に
語
り
か
け
る
者
の
、
一
郎
に
対
す
る
感
情
移
入
的
要
素
や
、

回
想
に
よ
っ
て
追
創
造
さ
れ
て
い
る
要
素
な
ど
の
、
作
者
の
技
法
と
し
て
の

く
語
り
の
詐
術
〉
を
自
明
の
も
の
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
差
し
控
え
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
お
貞
さ
ん
の
結
婚
式
当
日
の
二
郎
の
感
想
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
或
は
そ
れ
以
上
に
深
い
事
を
考
へ
て
る
た
か
も
知
れ
な
い
（
一
郎
が
1

 
 
注
関
谷
）
。
或
は
凡
て
の
結
婚
な
る
も
の
を
自
ら
呪
誼
し
な
が
ら
、
新
郎

 
 
と
新
婦
の
手
を
握
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仲
人
の
喜
劇
と
悲
劇
と
を
同

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
時
に
感
じ
つ
＼
坐
っ
て
み
た
か
も
知
れ
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
傍
点
関
谷
以
下
同
様
 
帰
っ
て
か
ら
三
十
六
）

の
よ
う
な
部
分
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
 
「
～
か
も
知
れ
な
い
」

「
～
か
も
知
れ
な
い
」
と
反
復
さ
れ
る
叙
述
の
形
式
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
内

容
が
二
郎
の
憶
測
を
出
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
識
化
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
二
郎
は
繰
り
返
し
て
、
兄
一
郎
が
〈
立
派
な
学
者
〉
で
あ
り
、
か
つ
〈
女
子

供
的
感
情
家
〉
で
あ
る
と
い
う
二
律
背
反
を
述
べ
る
（
兄
六
・
十
九
・
二
十
一

・
二
十
五
 
帰
っ
て
か
ら
三
十
六
）
。
二
郎
の
一
郎
像
は
、
お
直
を
除
い
た
家

族
の
そ
れ
を
代
表
す
る
と
い
っ
て
よ
く
、
概
括
す
る
な
ら
ば
、
冷
淡
な
外
貌
の

奥
底
に
〈
暖
め
得
る
〉
人
問
性
を
秘
め
、
 
「
六
つ
か
し
い
高
尚
な
問
題
を
考
へ

て
る
る
」
 
（
謡
曲
）
孤
高
の
学
者
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
美
し
い
幻
想
で
あ

る
。
と
り
わ
け
「
六
つ
か
し
い
高
尚
な
問
題
」
の
よ
う
な
表
現
に
、
語
り
手
二

郎
の
素
朴
な
ま
な
ざ
し
の
背
後
の
、
作
者
の
嘲
笑
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
。
ま
た
、
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「
行
人
」
論
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
ー



 
 
兄
は
何
か
癩
に
障
っ
た
時
で
も
、
六
つ
か
し
い
高
尚
な
問
題
を
考
へ
て
る

 
 
る
時
で
も
同
じ
く
斯
ん
な
様
子
を
す
る
か
ら
、
自
分
に
は
一
向
見
分
が
付

 
 
か
な
か
っ
た
。

の
よ
う
な
、
情
意
的
要
素
の
希
薄
な
表
現
に
ひ
そ
む
作
者
の
郷
楡
的
な
傾
向
に

留
意
す
る
な
ら
ば
、
作
者
が
一
郎
に
関
す
る
〈
幻
想
〉
と
く
実
体
〉
と
い
う
物

語
的
焦
点
を
「
純
良
な
る
弟
」
 
（
同
四
十
二
）
二
郎
の
眼
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
暗
示
し
て
い
る
と
読
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
一
郎
の
〈
幻

想
〉
と
く
実
体
〉
と
い
う
物
語
的
焦
点
が
こ
の
小
説
の
始
め
か
ら
終
り
ま
で
を

暗
に
支
配
し
て
お
り
、
ま
た
不
安
定
的
か
つ
局
限
的
視
点
で
あ
る
こ
と
を
ま
ぬ

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
れ
な
い
、
弟
二
郎
の
語
り
と
い
う
物
語
的
装
置
の
上
を
、
物
語
の
基
本
的
葛

藤
で
あ
る
一
郎
・
お
直
・
二
郎
三
者
の
関
係
が
進
捗
し
て
ゆ
く
と
ひ
と
ま
ず
言

い
得
る
の
で
あ
る
。

 
『
行
人
」
に
は
、
一
つ
の
観
念
や
事
柄
、
あ
る
い
は
一
つ
の
言
表
に
対
す
る

意
味
論
的
機
能
の
多
重
性
と
も
言
う
べ
き
方
法
意
識
が
構
造
的
に
貫
か
れ
て
い

る
。
こ
の
方
法
は
、
必
然
的
に
、
一
郎
と
他
の
人
物
達
と
の
対
話
の
か
み
あ
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
4

な
さ
、
ち
ぐ
は
ぐ
さ
と
し
て
表
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
子
細
に
検
討
す
る
こ

と
が
、
長
野
一
郎
の
顕
在
化
さ
れ
て
い
な
い
〈
実
相
〉
を
究
明
す
る
手
が
か
り

と
な
る
。

 
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
端
緒
と
し
て
、
一
郎
に
関
す
る
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
伝
え
た
一
郎
の
友
入
が
な
ぜ
〈
H
さ
ん
〉
と
い
う
匿
名
性
を
必
要
と
し
た
の

か
、
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
二
郎
の
友
人
が
〈
三
沢
〉
と
い

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

う
固
有
名
詞
を
も
つ
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
K
と
い

う
兄
の
知
人
」
 
（
塵
労
八
）
と
い
う
匿
名
の
例
が
あ
り
、
も
う
一
人
、
二
郎
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

通
う
「
事
務
所
の
持
主
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
二
十
九
）
が
B
と
呼
称
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
B
は
「
（
兄
の
同
僚
の
）
H
の
叔
父
に
当
る
人
」
と
二
郎
は
説
明
し

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

て
い
る
。
つ
ま
り
一
郎
の
友
人
H
と
の
関
係
に
お
い
て
B
と
い
う
匿
名
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
郎
に
近
接
す
る
関
係
の
他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
5

者
三
人
に
限
っ
て
な
ぜ
か
匿
名
で
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
〈
友

人
〉
と
い
う
一
つ
の
観
念
に
対
し
て
、
作
品
内
に
一
郎
と
二
郎
の
、
二
つ
の
全

く
異
な
る
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
く
三
沢
〉
 
〈
H
＞

と
い
ラ
ニ
つ
の
記
号
表
現
の
差
異
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
つ
の
対
象
に
対
す

る
二
つ
の
全
く
異
な
る
意
味
論
的
機
能
と
い
う
作
者
の
方
法
は
ま
た
、
お
直
と

い
う
女
性
が
一
郎
と
二
郎
と
で
は
ど
の
よ
う
に
見
え
方
が
違
っ
て
い
る
か
と
い

う
問
題
に
敷
彷
さ
れ
る
。

 
お
直
の
〈
正
体
の
知
れ
な
さ
〉
に
関
す
る
一
郎
と
二
郎
の
二
人
の
こ
と
ば
を

比
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
微
妙
で
は
あ
る
が
、
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。
お
直

は
二
郎
に
と
っ
て
は
「
淋
し
い
秋
草
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
五
）
の
よ
う
な
美
し
い

兄
嫁
で
あ
り
、
ま
た
〈
謎
の
女
性
〉
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
男

が
女
に
対
す
る
場
合
の
入
間
的
な
関
心
の
う
ち
に
あ
る
。
け
だ
し
〈
謎
の
女

性
〉
と
は
、
男
女
関
係
に
お
け
る
一
つ
の
感
動
の
形
式
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か

 
 
 
 
 
 
 
へ

ら
二
郎
は
、
そ
の
謎
に
「
不
愉
快
で
あ
る
べ
き
筈
だ
の
に
、
却
っ
て
愉
快
」

（
兄
三
十
八
）
を
い
つ
も
感
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
郎
に
と
っ

て
の
お
直
は
、
研
究
対
象
と
し
て
の
く
X
＞
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
女
の

容
貌
」
 
（
兄
二
十
）
や
「
肉
」
 
（
同
）
を
捨
象
し
て
析
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
 
（
同
）
だ
け
が
一
郎
の
お
直
に
対
す
る
関
心
事
と
な
る
。

 
 
事
物
の
研
究
と
か
心
理
学
の
説
明
と
か
、
そ
ん
な
廻
り
遠
い
研
究
を
指
す

 
 
の
ち
や
な
い
。
現
在
自
分
の
眼
前
に
居
て
、
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
の
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人
、
其
人
の
心
を
研
究
し
な
け
れ
ば
、
居
て
も
立
っ
て
も
居
ら
れ
な
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
後
略
 
兄
二
十
）

こ
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
 
「
研
究
」
 
「
心
理
学
」
な
ど
の
語
の
延
長
上

に
お
直
の
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
の
問
題
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
講
演
『
中
味
と
形
式
』
 
（
明
治
四
十
四
年
）
や
明
治
四
十
年
-
四
十
四
・
五

年
頃
の
断
片
を
通
じ
て
、
漱
石
が
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
問
題

 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
中
に
、
学
者
と
い
う
種
族
が
、
人
間
に
向
き
あ
う
場
合
の
、
研
究
的
非
人
間

的
傍
観
者
的
態
度
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
学
者
の
通
弊
と

し
て
の
統
一
癖
や
抽
象
化
・
形
式
化
が
、
人
．
生
に
お
け
る
生
動
す
る
〈
中
味
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
6

を
取
り
落
し
勝
ち
で
あ
る
こ
と
の
二
点
が
あ
る
。
長
野
一
郎
の
形
象
に
お
け
る

基
本
的
発
想
も
ま
さ
に
こ
の
二
つ
の
問
題
の
具
現
化
に
他
な
ら
な
い
。

 
○
云
ひ
換
へ
れ
ば
研
究
の
対
象
を
何
虎
迄
も
自
分
か
ら
離
し
て
眼
の
前
に
置

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
か
う
と
す
る
。
一
息
略
-
相
手
を
研
究
し
相
手
を
知
る
と
い
ふ
の
は
離
れ

 
 
て
知
る
の
意
で
其
物
に
な
り
す
ま
し
て
之
を
体
得
す
る
の
と
は
全
く
趣
が

 
 
云
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
○
斯
う
云
ふ
分
り
方
で
纏
め
上
げ
た
も
の
は
器
戒
的
に
流
れ
易
い
の
は
当
然

 
 
で
あ
り
ま
せ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
中
味
と
形
式
」
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
文
脈
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
一
郎
の
お
直
研
究
も
ま
た
当
然
「
永
久
局

外
者
と
し
て
の
研
究
で
当
の
相
手
た
る
人
間
の
性
情
に
共
通
の
脈
を
打
た
し
て

み
な
い
」
 
（
同
）
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
人
間
性

に
対
す
る
侵
犯
で
あ
る
こ
と
は
言
う
を
侯
た
な
い
。
以
上
、
検
討
し
て
き
た
こ

と
を
要
約
す
れ
ば
、
 
〈
H
＞
 
〈
K
＞
 
〈
X
＞
な
ど
の
記
号
が
、
一
郎
の
現
実
と

の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
一
郎
は
、
現
実
と
こ
の
よ
う

『
行
人
」
論
 
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
一

な
抽
象
的
な
関
係
し
か
結
ば
な
い
人
物
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
〈
申
味
〉
は

問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
底
無
し
の
現
実
喪
失
で
あ
り
、
一
郎
自

身
が
取
り
も
直
さ
ず
一
個
の
抽
象
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
家
族
に
と
っ
て
一
郎
が
「
X
」
 
（
塵
労
十
二
）
に
な
っ
て
ゆ
く
の
は
自

明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

 
ま
た
次
に
掲
げ
る
断
片
は
、
講
演
『
中
味
と
形
式
」
の
内
容
と
も
重
な
る
も

の
で
、
〈
℃
「
O
州
Φ
ω
ω
一
〇
］
口
①
一
〉
が
、
こ
の
種
の
理
知
の
作
用
の
も
と
に
、
い
か
に

世
界
を
性
急
に
平
板
化
し
て
し
ま
う
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
波
線
関
谷
 
明
治
四
十
三
・
四
年
断
片
）

〈
℃
N
O
h
O
ω
ω
一
〇
昌
帥
一
〉
と
は
、
個
人
的
な
傾
向
を
除
外
し
た
〈
機
械
化
し
た
自

我
〉
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
、
人
間
の
、
鋭
敏
で
し
な
や
か
な
嗜
向
を
抹
殺
し

た
〈
統
一
〉
を
作
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
 
〈
甘
ω
け
宥
ρ
器
σ
q
霞

窪
一
q
＞
な
ど
の
通
則
に
は
、
肝
心
の
く
ω
嵐
昏
§
一
〇
一
。
ヨ
。
ヨ
◇
は
宿
ら
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
自
分
の
周
囲
が
偽
で
成
立
し
て
み
る
」

（
塵
労
三
十
七
）
と
い
う
き
め
つ
け
も
、
一
郎
が
主
張
す
る
〈
言
ω
菖
8
＞
や

く
真
〉
と
い
う
も
の
も
、
現
実
に
生
き
る
人
問
の
、
複
雑
な
関
係
性
や
不
可
測

性
に
対
す
る
想
像
力
を
欠
い
た
、
こ
の
断
片
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
統
一
・
形
式
化
癖
に
取
り
つ
か
れ
た
一
郎
の
眼
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が
、
人
間
に
対
し
て
〈
研
究
的
・
猜
疑
的
〉
に
働
く
と
き
、
お
直
の
変
幻
す
る

無
形
野
性
は
、
そ
の
非
人
間
性
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
挑
戦
と
な
る
。

 
意
昧
論
的
機
能
の
多
重
化
の
方
法
は
、
 
一
郎
が
愛
用
す
る
〈
実
際
問
題
・

実
際
家
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
最
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
三
沢
が

「
精
神
病
の
娘
さ
ん
」
 
（
兄
十
）
の
遺
骸
に
接
吻
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ

る
一
郎
と
二
郎
の
、
少
し
も
か
み
合
わ
な
い
ま
ま
長
々
と
記
述
さ
れ
て
い
る
会

話
は
、
 
〈
実
際
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
二
人
の
間
で
い
か
に
く
い
違
っ
て

い
る
か
、
そ
し
て
一
郎
が
い
わ
ゆ
る
常
識
的
な
「
実
際
問
題
」
 
（
同
十
一
）
か

ら
は
い
か
に
か
け
離
れ
た
人
間
で
あ
る
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
「
彼
は

事
件
の
断
面
を
驚
く
湿
り
鮮
か
に
覚
え
て
み
る
代
り
に
、
場
所
の
名
や
年
月
を

全
く
忘
れ
て
仕
舞
ふ
癖
が
あ
っ
た
」
 
（
同
三
）
と
は
、
常
識
的
生
活
的
レ
ベ
ル

で
の
く
実
際
問
題
〉
が
一
郎
の
意
味
す
る
〈
実
際
四
重
〉
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
で
は
一
郎
が
ど
の
よ
う
に
〈
実
際
〉
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る

か
、
は
、
H
さ
ん
か
ら
の
手
紙
に
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
兄
さ
ん
は
た
ゴ
自
分
の
周
囲
が
偽
で
成
立
し
て
み
る
と
云
ひ
ま
す
。
し
か

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

 
 
も
其
偽
を
私
の
眼
の
前
で
組
み
立
て
、
見
せ
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
私
は

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

 
 
何
で
こ
の
空
漠
な
響
を
有
つ
偽
と
い
ふ
字
の
た
め
に
、
兄
さ
ん
が
そ
れ
程

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
興
奮
す
る
か
を
不
審
が
り
ま
し
た
。
兄
さ
ん
は
私
が
偽
と
い
ふ
言
葉
を
字

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
引
で
知
っ
て
み
る
丈
だ
か
ら
、
そ
ん
な
迂
闊
な
不
審
を
起
す
の
だ
と
云
つ

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

 
 
て
、
実
際
に
遠
い
私
を
窓
な
め
ま
し
た
。
兄
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
、
私
は
実

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
際
に
遠
い
人
間
な
の
で
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
塵
労
三
十
七
）

一
郎
は
「
そ
の
偽
を
組
み
立
て
＼
見
せ
よ
う
と
は
」
し
な
い
。
つ
ま
り
事
実
の

ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

具
体
性
に
は
関
心
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
引
用
部
分
の
直
前
の
「
細
君

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
対
す
る
不
快
な
動
作
」
を
「
敢
て
す
る
に
至
っ
た
原
因
に
就
い
て
は
、
具
体

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

的
に
殆
ん
ど
何
事
も
語
ら
な
い
の
で
す
。
」
と
い
う
、
H
さ
ん
の
報
告
か
ら
輪

郭
化
さ
れ
て
く
る
の
は
、
一
郎
と
い
う
人
物
が
、
錯
綜
し
た
因
果
の
網
の
目
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

絡
み
合
う
、
総
体
と
し
て
の
個
々
の
現
象
に
は
現
実
感
を
も
つ
こ
と
が
で
き

 
 
ヘ
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ず
、
因
と
果
を
切
り
離
し
、
全
体
か
ら
本
体
を
抽
出
し
、
一
般
化
し
、
具
体
性

を
欠
い
た
〈
偽
〉
と
い
う
辞
書
的
文
字
概
念
そ
の
も
の
に
く
実
際
的
V
な
怒
り

を
惹
起
す
る
と
い
う
、
極
め
て
特
殊
な
抽
象
的
性
格
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
郎
は
、
比
喩
的
に
言
え
ば
、
最
も
固
有
な
る
も
の
〈
顔
〉
を
あ
え
て

消
し
去
り
、
一
切
の
偶
発
的
性
格
を
も
た
ぬ
、
〈
顔
〉
の
な
い
普
遍
的
抽
象
的

概
念
そ
の
も
の
に
感
覚
が
凝
集
す
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
剰
な
観
念

性
が
、
生
動
す
る
現
実
と
の
交
渉
の
断
絶
を
招
来
し
、
そ
れ
に
よ
る
、
生
活
感

覚
の
完
全
な
転
倒
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
特
殊
な
内
面
性
こ
そ
、
 
「
行
人
」

に
お
い
て
漱
石
が
創
出
し
た
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
人
格
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

⇒
鑑
賞
と
鑑
定

（

 
「
精
神
病
の
娘
ざ
ん
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
話
の
当
事
者
で
あ
る
三
沢

の
口
か
ら
伝
え
ら
れ
た
後
、
一
郎
と
二
郎
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
そ
の
意
味

機
能
を
多
重
的
に
発
揮
す
る
。

 
一
郎
に
と
っ
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
も
つ
意
味
は
〈
女
の
本
音
〉
と
い
う
問

題
に
帰
着
す
る
。
つ
ま
り
人
間
は
精
神
病
な
ど
で
「
世
間
並
の
責
任
」
 
（
兄
十

二
）
が
消
え
て
し
ま
え
ば
「
純
粋
」
な
こ
と
ば
だ
け
を
言
う
よ
う
に
な
る
筈

だ
、
と
い
う
の
が
一
郎
の
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
の
当
否
よ
り
も
、

そ
れ
に
同
意
を
求
め
ら
れ
た
二
郎
が
「
自
分
は
何
と
な
く
躊
躇
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
」
 
（
同
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
一
郎
が

（ 154 ）



ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

現
実
に
起
っ
た
出
来
事
を
解
釈
し
て
み
せ
る
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。
父
親
の
語

っ
た
「
女
景
清
の
逸
話
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
十
三
）
の
中
で
、
な
ぜ
男
が
一
度
肉

体
関
係
を
も
っ
た
そ
の
女
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
事
に
つ
い
て
で
あ

る
。
こ
の
時
一
郎
は
「
進
化
論
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
十
九
）
と
「
世
間
の
事
実
」

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

（
同
）
と
い
う
「
原
則
」
 
（
同
）
に
照
ら
し
て
「
男
は
情
欲
を
満
足
さ
せ
る
迄

は
、
女
よ
り
も
烈
し
い
愛
を
相
手
に
捧
げ
る
が
、
一
旦
事
が
成
就
す
る
と
其
愛

が
段
々
下
り
坂
に
」
な
る
、
と
い
う
自
説
を
展
開
し
、
こ
の
場
合
は
お
直
に
言

下
に
否
定
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
の
二
つ
の
現
実
の
例
を
通
じ
て
一
郎
が
犯
し
た
誤
り
の
性
質
は
「
学
問
ガ

ア
ッ
テ
℃
雷
。
餓
。
巴
 
二
役
二
立
タ
ヌ
人
」
特
有
の
も
の
で
「
学
問
ハ
（
人
事
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

ノ
）
α
Φ
一
凶
8
8
 
ナ
区
別
ナ
シ
、
実
際
ノ
事
ハ
非
常
ニ
ュ
Φ
一
討
碧
①
 
ナ
区
別
ア

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
7

リ
、
碧
巴
。
σ
q
《
 
ハ
決
シ
テ
起
ラ
ズ
、
反
応
モ
決
シ
テ
ω
p
§
o
ナ
ラ
ズ
」
と
い

う
健
全
な
現
実
認
識
が
一
郎
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

 
 
げ
¢
目
”
昌
げ
Φ
ぎ
α
q
ヲ
σ
q
O
〈
Φ
ヨ
ス
ル
一
鋤
≦
ハ
 
（
モ
シ
ア
リ
ト
ス
ル
モ
）
毫

 
 
モ
鋤
冒
℃
＝
o
讐
一
〇
ロ
が
利
カ
ナ
イ

の
で
あ
る
こ
と
を
一
郎
は
理
解
し
て
い
な
い
。
一
郎
に
は
、
個
々
に
生
起
す
る

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

現
実
の
事
象
の
固
有
性
あ
る
い
は
一
週
号
に
対
す
る
感
受
性
が
完
全
に
欠
落
し

て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
も
、
・
理
知
の
反
復
に
よ
る
弾
力
を
失
な
っ
た
精
神

の
有
り
様
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
お
直
は
「
六
つ
か
し
い
理

屈
は
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
〈
実
際
問
題
〉
に
即
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

「
世
間
の
事
実
」
な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
否
定
の
激
し
さ
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
社
会
通
念
に
対
す
る
場
合

の
一
郎
の
、
家
父
長
的
俗
物
的
鈍
感
さ
の
一
面
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
二
郎
と
お
直
の
二
人
に
よ
っ
て
、
一
郎
の
知
性
の
偏
狭
性
が
異
化
さ

『
行
人
」
論
i
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
i

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
郎
と
い
う
人
物
を
正
確
に
捉
え
る
た
め
に

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

は
、
彼
の
観
念
の
過
剰
さ
に
注
目
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
彼
に
つ
い
て
何
が
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
れ
て
い
な
い
か
、
そ
の
書
か
れ
ざ
る
空
白
、
つ
ま
り
過
剰
さ
に
対
す
る
欠
落

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

の
性
質
に
対
す
る
留
意
を
こ
そ
必
要
と
す
る
。
 
『
行
人
」
に
お
い
て
は
空
白
も

ま
た
作
者
の
技
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
「
精
神
病
の
娘
さ
ん
」
の
話
が
、
自
分
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と

に
、
そ
れ
が
ま
さ
に
自
分
自
身
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
に
二
郎
が
や
っ
と
気
付

く
の
は
家
を
出
た
直
後
で
あ
る
。

 
 
自
分
は
力
め
て
兄
の
事
を
忘
れ
よ
う
と
し
た
。
す
る
と
不
図
大
阪
の
病
院

 
 
で
三
沢
か
ら
聞
い
た
精
神
病
の
「
娘
さ
ん
」
を
連
想
し
始
め
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
帰
っ
て
か
ら
三
十
一
）

こ
の
部
分
で
、
 
「
其
女
の
精
神
に
崇
つ
た
恐
ろ
し
い
狂
ひ
」
 
（
同
）
は
、
お
直

で
は
な
く
、
兄
一
郎
の
〈
狂
〉
と
の
連
想
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

つ
ま
り
二
郎
に
と
っ
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
妻
を
「
精
神
病
に
罹
ら
し
て
」

「
本
音
」
 
（
同
）
を
吐
か
せ
よ
う
と
す
る
、
精
神
に
〈
狂
〉
の
来
か
け
た
一
郎

と
、
そ
の
〈
淋
し
い
妻
〉
お
直
の
メ
タ
フ
ァ
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

 
 
も
し
其
女
が
今
で
も
生
き
て
居
た
な
ら
何
ん
な
困
難
を
冒
し
て
も
、
愚
劣

 
 
な
親
達
の
手
か
ら
、
若
し
く
は
軽
薄
な
夫
の
手
か
ら
、
永
久
に
彼
女
を
奪

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
ひ
取
っ
て
、
己
れ
の
懐
で
暖
め
て
見
せ
る
と
い
う
強
い
決
心
が
、
同
時
に

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

 
 
彼
の
固
く
結
ん
だ
口
の
辺
に
現
れ
た
。
 
 
 
（
帰
っ
て
か
ら
三
十
一
）

と
い
う
、
こ
の
場
面
の
、
三
沢
の
「
強
い
決
心
」
と
は
、
二
郎
の
感
情
移
入
に

他
な
ら
ず
、
そ
れ
が
二
郎
の
現
在
の
心
理
と
類
比
的
だ
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
精
神
病
の
娘
さ
ん
」
の
話
は
、

三
沢
・
一
郎
・
二
郎
と
、
三
様
に
そ
の
意
味
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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次
第
に
意
識
化
さ
れ
て
ゆ
く
、
二
郎
の
お
直
に
対
す
る
愛
情
を
暗
示
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
意
味
論
的
多
重
機
能
と
い
う
『
行
人
」
の
方
法
は
、
一
郎
と
二
郎
、
そ
れ
ぞ

れ
が
抱
く
お
画
像
に
至
っ
て
主
題
化
し
て
い
る
。
 
「
何
ん
な
人
の
と
こ
ろ
へ
行

か
う
と
、
嫁
に
行
け
ば
、
女
は
夫
の
た
め
に
邪
に
な
る
の
だ
」
「
幸
福
は
嫁
に

行
っ
て
天
真
を
損
は
れ
た
女
か
ら
は
要
求
出
来
る
も
の
ち
や
な
い
」
 
（
塵
労
五

十
一
）
と
い
う
の
が
「
郎
の
結
婚
観
で
あ
り
「
天
真
を
損
わ
れ
た
女
」
と
い
う

の
が
お
直
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
一
体
何
ん
な
人
の
所
へ
嫁
に

行
っ
た
の
か
ね
（
お
貞
さ
ん
が
一
関
谷
注
）
」
と
い
う
H
さ
ん
の
素
朴
な

〈
実
際
問
題
〉
は
一
郎
の
視
野
に
は
な
い
。
ま
た
三
沢
の
語
る
「
精
神
病
の
娘

さ
ん
」
の
話
が
、
不
幸
な
結
婚
に
よ
っ
て
も
決
し
て
「
邪
」
に
な
れ
ず
「
天
真

を
損
わ
れ
」
な
か
っ
た
女
の
例
で
あ
る
こ
と
も
く
女
の
本
音
〉
の
問
題
に
こ
の

 
 
、
 
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
8

話
を
統
一
し
た
一
郎
は
理
解
し
て
い
な
い
。
 
「
統
一
病
」
の
一
郎
に
は
、
現
実

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
個
々
の
顔
が
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
「
天
真
」
と
い
う
語
は
、
寺
中
に
二
度
現
わ
れ
て
い
る
。
も
う
一
例
は
、
雨

の
降
る
夜
に
二
郎
の
下
宿
を
お
直
が
訪
問
し
た
後
の
二
郎
の
、
次
の
両
セ
ン
テ

ン
ス
に
は
さ
ま
れ
た
感
想
の
申
に
あ
る
。

 
○
自
分
は
此
の
聞
に
一
人
の
媛
を
色
々
に
視
た
。

 
〇
一
人
の
媛
が
自
分
に
は
斯
う
色
々
に
見
え
た
。
 
 
 
 
 
（
塵
労
六
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

コ
人
の
艘
が
色
々
に
見
え
た
」
と
い
う
の
は
「
自
分
は
上
位
活
き
た
彼
女
を

夫
位
重
し
く
想
像
し
た
」
 
（
塵
労
五
）
と
い
う
こ
と
ば
と
も
全
く
同
義
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
活
き
た
彼
女
」
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
こ
の
二
つ
の
文
に
は
さ
ま
れ
た
部
分
が
〈
統
一
・
形
式
化
〉
を
拒
む
、
人

間
の
豊
か
な
〈
中
味
〉
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
 
「
落
付
」
 
「
品
位
」
 
「
寡

黙
」
 
「
忍
耐
」
 
「
気
高
さ
」
と
い
う
、
お
直
に
対
す
る
感
動
の
列
挙
の
う
ち
に

二
郎
は
「
彼
女
の
今
迄
の
行
動
は
何
物
に
も
拘
泥
し
な
い
天
真
の
発
現
に
過
ぎ

な
か
っ
た
」
こ
と
に
思
い
至
る
。
こ
の
場
面
に
、
人
間
を
理
解
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
一
入
の
人
間
が
「
色
々
に
視
え
」
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
が

「
天
真
の
発
現
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
そ

れ
は
愛
と
共
感
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、
一
郎
の
猜
疑
的
・
研
究

的
な
精
神
と
の
対
比
に
お
い
て
作
者
は
示
唆
し
て
い
る
。
「
恋
愛
主
体
は
相
手

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
9

を
ひ
と
つ
の
「
全
体
」
（
秋
の
日
の
パ
リ
と
同
じ
よ
う
な
）
と
し
て
感
じ
と
る
」

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
次
の
よ
う
な
断
片
が
あ
る
。

 
○
鑑
賞
と
鑑
定

 
 
鑑
賞
は
信
仰
で
あ
る
。
己
に
足
り
て
外
に
待
つ
事
な
き
も
の
で
あ
る
。
始

 
 
か
ら
落
付
い
て
み
る
。
愛
で
あ
る
。
惚
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
鑑
定
は
研
究
で
あ
る
。
何
虎
ま
で
行
っ
て
も
不
満
足
で
あ
る
。
諸
々
を
尋

 
 
ね
あ
る
き
、
諸
方
へ
持
っ
て
廻
っ
て
遂
に
落
ち
付
か
な
い
。
猜
疑
で
あ

 
 
る
。
探
偵
で
あ
る
か
ら
安
心
の
際
限
が
な
い
の
で
あ
る
。
 
（
大
正
五
年
）

つ
ま
り
お
直
に
対
し
て
終
始
「
鑑
賞
」
的
な
二
郎
は
「
天
真
を
発
現
」
す
る
女

と
見
、
お
直
に
対
し
て
「
鑑
定
」
的
な
一
郎
は
「
天
真
を
損
わ
れ
た
女
」
と
お

直
を
み
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
お
直
に
つ
い
て
「
何
塵
ま
で
」
も
く
不

満
足
か
つ
猜
疑
的
〉
な
一
郎
の
、
 
「
女
は
腕
力
に
訴
へ
る
男
よ
り
遥
に
残
酷
な

も
の
だ
よ
」
 
（
塵
労
三
十
七
）
と
い
う
「
苦
痛
」
 
（
同
）
の
訴
え
の
本
質
は
、

人
間
的
情
愛
を
欠
い
た
研
究
的
・
探
偵
的
発
想
に
よ
っ
て
〈
女
の
本
音
〉
を
知

ろ
う
と
す
る
、
被
害
の
仮
象
の
下
に
隠
れ
た
、
観
念
化
さ
れ
た
ブ
ル
ー
タ
リ
ズ

ム
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
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（三）

H
さ
ん
の
手
紙
と
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」

 
H
さ
ん
の
手
紙
は
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
長
野
一
郎
の
、
現
実
感
覚

の
喪
失
に
基
づ
く
荒
廃
し
た
内
面
の
光
景
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

こ
の
手
紙
か
ら
判
明
す
る
、
唱
郎
の
生
の
苦
痛
の
実
体
と
は
、
縮
約
的
に
言
え

ば
、
知
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
理
知
の
作
用
に
よ
る
〈
自
己
絶
対
化
〉
の
情
熱

に
取
り
つ
か
れ
な
が
ら
、
肝
心
の
〈
自
己
〉
な
る
も
の
が
衰
弱
し
、
希
薄
化
し

つ
つ
あ
る
、
と
い
う
ヂ
レ
ン
マ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

 
手
紙
は
、
 
「
邪
念
の
萌
さ
な
い
ぽ
か
ん
と
し
た
顔
」
 
（
塵
労
三
十
三
）
を
見

る
喜
び
、
あ
る
い
は
「
香
厳
」
 
（
同
五
十
）
の
よ
う
な
悟
道
の
僧
へ
の
憧
憬
、

ま
た
「
あ
の
百
合
は
僕
の
所
有
だ
」
 
（
同
四
十
七
）
の
如
き
奇
矯
な
物
言
い
な

ど
を
通
じ
て
、
一
郎
の
、
自
己
回
復
へ
の
悲
願
を
報
告
し
て
お
り
、
ま
た
「
物

を
所
有
す
る
」
こ
と
が
「
必
寛
物
に
所
有
さ
れ
る
」
 
（
同
四
十
八
）
こ
と
に
等

し
い
〈
絶
対
の
境
地
〉
に
出
逢
う
こ
と
が
く
病
め
る
人
〉
一
郎
に
対
す
る
唯
一

の
処
方
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
〈
絶
対
の
境

地
〉
は
、
お
そ
ら
く
漱
石
が
修
善
寺
の
大
患
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た

 
 
 
注
1
0

発
想
で
あ
る
。
、
大
患
と
そ
の
回
復
過
程
の
記
憶
を
素
材
と
す
る
『
思
ひ
出
す
事

な
ど
」
 
（
明
治
四
四
年
）
に
は
、
「
秋
の
江
に
打
ち
込
む
杭
の
響
か
な
」
な
ど

の
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
郎
の
願
っ
て
止
ま
な
い
〈
境
地
〉
が
繰
り
返
し

幾
度
も
思
い
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 
 
何
事
も
な
い
、
又
何
物
も
な
い
此
大
空
は
、
其
静
か
な
影
を
傾
け
て
悉
く

 
 
余
の
心
に
映
じ
た
。
さ
う
し
て
余
の
心
に
も
何
事
も
な
か
っ
た
。
又
何
物

 
 
も
な
か
っ
た
。
透
明
な
二
つ
の
も
の
が
び
た
り
と
合
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
二
十
）

『
行
人
」
論
 
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
一

こ
の
「
可
い
気
分
」
 
（
同
）
は
、
「
宿
な
し
の
乞
食
見
た
や
う
に
朝
か
ら
晩
ま

で
う
ろ
く
し
て
い
る
。
二
六
時
中
不
安
に
追
い
懸
け
ら
れ
て
い
る
。
」
 
（
塵

労
三
十
三
）
と
い
う
一
郎
の
心
的
状
態
と
対
極
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
 
「
余
」

は
こ
の
記
憶
を
「
単
に
貧
血
の
結
果
」
と
相
対
化
し
つ
つ
や
は
り
そ
れ
を
「
幸

福
の
記
念
」
と
し
て
懐
し
ん
で
い
る
。
 
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
に
頻
出
す
る
こ

の
よ
う
な
〈
幸
福
〉
は
、
次
の
よ
う
な
文
脈
の
う
ち
に
あ
る
。

 
 
斯
く
凡
て
の
人
に
十
の
九
迄
見
放
さ
れ
た
真
中
に
、
何
事
も
知
ら
ぬ
余

 
 
は
、
①
瞬
野
に
捨
て
ら
れ
た
赤
子
の
如
く
、
ぽ
か
ん
と
し
て
居
た
。
②
苦

 
 
痛
な
き
生
は
余
に
向
っ
て
何
等
の
煩
悶
を
も
与
へ
な
か
っ
た
。
③
余
は
寝

 
 
な
が
ら
た
ゴ
苦
痛
な
く
生
き
て
居
る
と
い
ふ
一
事
実
を
認
め
る
丈
で
あ
っ

 
 
泪
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
十
六
）

傍
線
①
「
赤
子
の
如
く
ぽ
か
ん
と
し
て
居
た
。
」
は
、
先
述
し
た
、
一
郎
の
憧

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

憬
す
る
「
邪
念
の
萌
さ
な
い
ぽ
か
ん
と
し
た
顔
」
 
（
塵
労
三
十
三
）
に
照
応
し

て
い
る
。
傍
線
②
「
苦
痛
な
き
生
」
は
傍
線
①
の
「
雪
起
に
捨
て
ら
れ
た
赤

子
」
と
の
対
応
関
係
に
あ
り
、
同
じ
関
係
は
『
修
善
寺
日
記
」
 
（
明
治
四
三
i

四
四
年
）
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
静
か
に
衰
弱
の
回
復
を
待
つ
は
ま
だ
る
こ
き
退
屈
な
り
併
せ
て
長
閑
な
る

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
美
は
し
き
心
な
り
。
年
四
十
に
し
て
始
め
て
赤
子
の
心
を
得
た
り
。
此
丹

 
 
精
を
敢
て
す
る
諸
人
に
謝
す
。

こ
こ
で
も
「
長
閑
な
る
美
は
し
き
心
」
と
い
う
く
幸
福
〉
は
「
赤
子
の
心
」
と

対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
「
長
閑
な
る
美
は
し
き
心
」
あ
る
い
は
、
先

の
引
用
部
分
の
傍
線
③
「
た
ゴ
苦
痛
な
く
生
き
て
居
る
と
い
う
一
事
実
を
認
め

る
丈
」
と
い
う
意
識
状
態
は
、
長
野
一
郎
が
苦
し
ん
で
い
る
、
自
意
識
の
過
剰

さ
と
は
最
も
か
け
離
れ
た
、
自
意
識
の
極
端
な
衰
弱
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
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生
死
の
境
に
あ
る
肉
体
の
限
界
状
態
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
、
肉
体

と
自
意
識
、
双
方
の
極
小
の
状
態
が
「
瞬
野
に
捨
て
ら
れ
た
赤
子
」
に
喩
え
ら

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

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
 
〈
幸
福
〉
は
そ
の
赤
子
と
し
て
の
始
源
的
生
命
感
に

こ
そ
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
 
「
余
」
は
そ
の
時
ま
さ
に
始
源
の
生
命
の
営
み
そ
の

ま
ま
に
「
敷
…
り
つ
く
様
な
渇
」
 
（
二
十
六
）
や
「
恐
ろ
し
い
餓
じ
さ
」
 
（
同
）

 
ヘ
 
 
へ

を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
一
方
で
「
子
供
の
時
と
同
じ
様
に
」
 
「
絶
え

ず
美
し
い
雲
と
空
と
が
胸
に
描
か
れ
た
」
 
（
二
十
四
）
の
だ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
は
、
大
患
と
い
う
〈
偶
然
に
も
た
ら
さ
れ
た
休
息
〉

に
よ
っ
て
始
源
的
生
命
感
を
獲
得
し
た
漱
石
の
喜
び
と
、
ま
た
そ
れ
を
発
条
と

し
て
、
自
己
の
周
囲
に
広
が
っ
て
い
っ
た
新
し
い
感
受
性
の
沃
野
の
発
見
の
感

動
と
を
繰
り
返
し
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
テ
ー

 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ

マ
に
他
者
と
の
共
生
感
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
病
床
の
完
全
な
無
力
の
中

で
「
余
」
は
病
床
に
近
く
ま
た
遠
く
関
わ
っ
て
く
れ
た
多
く
の
人
々
の
好
意
を

通
じ
て
、
新
し
く
生
じ
た
そ
れ
ら
の
人
々
と
の
連
帯
感
の
中
で
、
〈
類
〉
と
し

て
の
自
己
を
見
出
し
た
喜
び
を
も
飽
く
こ
と
な
く
語
っ
て
い
る
。

 
 
余
は
た
ゴ
仰
向
け
に
寝
て
、
僅
か
な
呼
吸
を
敢
て
し
な
が
ら
、
怖
い
世
間

 
 
を
遠
く
に
見
た
。
病
気
が
床
の
周
囲
を
屏
風
の
様
に
取
り
巻
い
て
、
寒
い

 
 
心
を
暖
か
に
し
た
。
 
 
 
 
 
 
 
（
『
討
ひ
出
す
事
な
ど
」
十
九
）

 
時
代
の
要
請
を
荷
っ
て
、
 
〈
理
知
〉
の
申
し
子
の
よ
う
に
、
近
代
的
個
我
と

し
て
の
自
意
識
を
と
ぎ
す
ま
し
て
来
た
結
果
、
 
〈
個
〉
は
必
然
的
に
〈
類
〉
と

し
て
の
側
面
を
次
第
に
剥
脱
し
て
ゆ
き
、
自
己
絶
対
化
・
独
創
化
の
魔
と
な

り
、
他
者
と
の
連
帯
感
の
欠
落
の
う
ち
に
暖
か
い
血
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
。
漱

石
は
病
床
に
あ
っ
て
、
人
々
の
善
意
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
人
間
的
情
愛
か
ら

遠
い
場
所
に
い
た
大
患
以
前
の
自
己
の
、
こ
う
し
た
碕
形
な
精
神
の
有
り
様
を

内
省
し
た
に
相
違
な
い
。
と
り
わ
け
機
能
と
化
し
た
自
意
識
が
、
決
し
て
動
態

と
し
て
の
現
実
を
捉
え
は
し
な
い
こ
と
を
。
機
能
化
し
た
自
意
識
は
、
自
然
的

な
も
の
、
始
源
的
な
も
の
、
生
成
し
、
生
長
す
る
す
べ
て
の
も
の
と
限
り
な
く

遠
ざ
か
る
精
神
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
「
私
の
親
愛
す
る
あ
な
た
の
兄
さ
ん
の
た
め
に
」
 
「
兄
さ
ん
を
親
愛
す
る
貴

方
の
た
め
に
」
「
慈
愛
に
充
ち
た
御
年
寄
、
あ
な
た
と
兄
さ
ん
の
御
父
さ
ん
や

御
母
さ
ん
の
た
め
に
」
 
（
塵
労
五
十
二
）
と
い
う
H
さ
ん
の
手
紙
の
最
後
の
部

分
の
反
復
は
、
一
郎
の
〈
理
知
〉
が
見
捨
て
て
き
た
、
全
く
別
種
の
秩
序
と
価

値
感
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
年
四
十
に
し
て
始
め
て
赤

子
の
心
を
得
た
り
。
此
丹
精
を
敢
て
す
る
諸
人
に
謝
す
」
と
書
か
せ
た
、
漱
石

の
〈
偶
然
的
衰
弱
〉
は
一
郎
の
も
の
で
は
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
も
し
彼
対
我
の
観
を
極
端
に
引
延
す
な
ら
ば
、
朋
友
も
あ
る
意
味
に
お
い

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

 
 
て
敵
で
あ
る
し
、
妻
子
も
あ
る
意
味
に
お
い
て
敵
で
あ
る
。
さ
う
思
ふ
自

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

 
 
分
さ
へ
日
に
何
度
と
な
く
自
分
の
敵
に
な
り
つ
、
あ
る
。
疲
れ
て
も
已
め

 
 
得
ぬ
戦
い
を
持
続
し
な
が
ら
、
螢
然
と
し
て
独
り
其
問
に
老
ゆ
る
も
の
は

 
 
見
惨
と
評
す
る
よ
り
外
に
評
し
や
う
が
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
十
九
）

こ
の
部
分
が
「
彼
対
我
の
観
を
極
端
に
引
延
」
し
「
僕
は
絶
対
だ
」
 
（
塵
労
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

十
四
）
と
叫
び
つ
つ
次
第
に
狂
的
に
な
っ
て
ゆ
く
長
野
一
郎
の
生
の
苦
痛
の
最

も
的
確
な
概
括
に
他
な
ら
ず
、
ま
た
負
性
と
し
て
の
明
治
の
近
代
化
を
あ
ざ
や

か
に
切
り
取
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
も
比
類
が
な
い
。
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

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

長
野
一
郎
は
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
・
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
い
る
大
患
以
前

へ
 
 
 
 
 
 
へ

の
「
余
」
の
、
小
説
的
に
誇
張
さ
れ
た
像
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
郎
に
欠
落

し
て
い
る
も
の
も
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
』
を
貫
く
大
き
な
二
つ
の
モ
チ
ー
フ
、
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始
源
的
生
命
感
の
回
復
と
、
 
〈
類
〉
と
し
て
の
自
己
の
再
発
見
の
二
点
に
集
約

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
一
郎
は
病
の
代
り
に
旅
と
い
う
非
日
常
的
時
間
・
空
間
の
中
で
「
蟹
」
や

「
百
合
」
や
「
森
や
谷
」
に
わ
ず
か
に
魂
を
奪
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た

風
雨
の
中
を
「
わ
あ
っ
」
と
叫
び
な
が
ら
「
突
進
」
し
て
ゆ
く
一
郎
の
姿
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

〈
赤
子
〉
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
一
郎
の
発
し
た
「
原
始
的
な
叫
び
」

（
塵
労
四
十
三
）
と
「
余
」
が
病
床
で
獲
得
し
た
始
源
的
生
命
感
の
照
応
が
見

ら
れ
る
。
共
に
、
外
な
る
自
然
と
内
な
る
意
識
と
の
相
互
浸
透
状
態
が
実
現
し

て
お
り
、
 
「
余
」
は
「
幸
福
」
を
、
一
郎
は
「
痛
快
」
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
「
痛
快
」
も
束
の
間
の
も
の
で
あ
り
、
一
郎
に
は
「
第
二
の
葬

注
U

式
」
 
（
『
思
い
出
す
事
な
ど
」
三
十
二
）
と
し
て
、
「
古
臭
い
愚
痴
」
（
十
九
）

を
葬
る
契
機
は
訪
れ
そ
う
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
四
十
を
越
し
た
男
ふ
自
然
に

淘
汰
せ
ら
れ
ん
と
し
た
男
、
左
し
た
る
過
去
を
持
た
ぬ
男
」
 
（
同
）
と
い
う
自

己
規
定
を
媒
介
と
し
て
、
他
者
と
の
共
生
感
を
回
復
し
得
た
「
余
」
に
対
し
て

一
郎
は
「
人
間
全
体
の
不
安
を
、
自
分
一
人
に
集
め
」
 
（
塵
労
三
十
三
）
 
「
百

尺
竿
頭
に
上
り
詰
め
た
と
自
任
す
る
人
間
の
自
惚
」
 
（
「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」

七
）
を
未
だ
辛
う
じ
て
保
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
「
絶
対
」
だ
か
ら

で
あ
る
。
自
己
絶
対
化
へ
組
織
化
さ
れ
た
精
神
は
、
自
律
的
存
在
と
し
て
の
他

者
を
消
す
こ
と
を
究
極
の
目
的
と
す
る
。
そ
こ
に
は
た
ゴ
不
毛
に
自
己
を
細
分

化
し
て
止
ま
な
い
、
観
念
の
過
剰
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
長
野

一
郎
は
、
生
活
の
全
現
実
の
申
に
お
い
て
己
れ
を
見
得
る
、
真
に
醒
め
た
る
知

性
と
は
無
縁
で
あ
る
。

 
で
は
、
そ
の
よ
う
な
人
物
、
一
郎
が
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
た
、
妻
お
直
の

〈
本
体
〉
あ
る
い
は
〈
本
音
〉
と
は
何
を
意
味
し
て
い
た
か
は
決
し
て
自
明
の

『
行
人
」
論
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
1

こ
と
で
は
な
い
。
一
郎
が
欲
し
て
い
た
も
の
は
、
一
人
の
人
格
と
し
て
の
お
直

 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
心
の
表
白
で
は
な
く
、
も
っ
と
即
物
的
か
つ
直
接
的
な
意
味
に
お
け
る
、
お

直
の
心
理
的
な
〈
反
応
〉
な
い
し
〈
手
応
え
〉
に
局
限
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
 
「
一
度
打
っ
て
も
落
付
い
て
み
る
。
二
度
打
っ
て
も
落
付
い
て

み
る
。
」
 
（
塵
労
三
十
七
）
と
い
う
一
郎
の
こ
と
ば
は
こ
の
推
測
を
正
し
く
裏

書
き
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
お
直
が
自
分
を
自
嘲
的
に
言
う
「
魂

の
抜
殻
」
 
（
兄
三
十
一
）
 
「
腋
抜
」
 
（
同
三
十
二
）
 
「
馬
鹿
」
 
（
塵
労
四
）
な

ど
の
語
は
、
そ
の
よ
う
な
夫
の
鑑
定
蛍
石
人
間
的
処
遇
に
抵
抗
し
得
る
唯
一
の

方
法
、
す
な
わ
ち
〈
反
応
を
拒
む
〉
と
い
う
意
志
を
含
意
す
る
こ
と
ば
と
し
て

首
尾
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
二
郎
は
そ
こ
に
「
測
る
べ
か
ら
ざ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

女
性
の
強
さ
」
を
、
つ
ま
り
こ
と
ば
と
は
裏
腹
の
強
い
意
志
を
感
じ
取
っ
た
の

で
あ
る
。
二
郎
に
対
し
て
は
、
お
直
が
い
か
に
し
な
や
か
に
〈
反
応
〉
し
て
い

る
か
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

 
「
御
前
の
考
へ
な
ん
か
聞
か
う
と
思
っ
て
み
や
し
な
い
」
 
（
兄
二
十
一
）
と

い
う
一
郎
の
こ
と
ば
は
、
必
ず
し
も
二
郎
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
一
人
置
的
世
界
に
自
ら
を
閉
ざ
し

た
人
間
の
〈
本
音
〉
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
 
一
郎
の
企
て

（

 
 
 
兄
は
谷
一
つ
隔
て
㌧
向
ふ
に
寝
て
み
た
。
是
は
身
体
が
寝
て
み
る
よ
り

 
 
も
本
当
に
精
神
が
寝
て
み
る
や
う
に
思
は
れ
た
。
 
 
（
帰
っ
て
か
ら
一
）

 
二
郎
が
「
今
で
も
不
審
の
一
つ
」
と
言
う
、
一
郎
の
こ
の
関
西
の
旅
の
終
り

の
眠
り
と
、
H
さ
ん
の
手
紙
に
反
復
さ
れ
て
い
る
一
郎
の
〈
深
い
眠
り
〉
は
、

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
の
、
一
種
過
度
な
感
じ
に
よ
っ
て
、
逆
に
、
醒
め
て
い
る
時
の
一
郎
の
意
識
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ぐ
 
ヘ
 
へ

の
過
度
な
明
視
性
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
言
い
換
え
れ
ば
、
一
郎
に
は
「
ぐ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

・
う
ぐ
う
寝
て
み
る
」
 
（
塵
労
五
十
二
）
か
、
あ
る
い
は
過
度
に
醒
め
て
い
る
か

の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
一
郎
に
は
〈
半
睡
半

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
2

覚
〉
の
状
態
が
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、

意
識
の
〈
半
睡
半
覚
〉
の
状
態
か
ら
物
語
が
始
ま
る
『
そ
れ
か
ら
」
で
あ
る
。

 
〈
半
睡
半
覚
〉
の
時
、
意
識
は
、
時
間
・
空
間
意
識
の
ゆ
ら
め
き
の
中
で
、
遠

い
昔
の
場
所
と
現
在
の
場
所
と
の
間
を
、
そ
し
て
無
時
間
的
な
時
間
を
さ
迷

う
。
比
喩
的
に
言
え
ば
、
三
千
代
は
そ
の
よ
う
な
時
空
の
境
に
〈
再
現
の
昔
〉

と
し
て
代
助
を
待
っ
て
い
た
女
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
一
郎
は
こ
の
よ
う

な
意
味
で
現
実
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
特
殊
な
、
し
か
し
人
間
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
っ
て
本
質
的
な
、
無
時
間
的
永
遠
の
現
在
を
現
前
さ
せ
る
、
意
識
の
浮
遊
状

 
ヘ
ロ
ロ

態
を
も
つ
こ
と
の
な
い
人
問
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
一

郎
に
は
過
去
に
関
す
る
記
述
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
問
題

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
郎
は
、
 
〈
思
い
出
す
事
〉
を
も
た
な
い
唯
一
の
主
要
人

物
な
の
で
あ
る
。
 
-

 
二
郎
は
お
直
と
共
有
の
記
憶
を
も
っ
て
お
り
（
兄
三
十
二
）
、
家
を
出
る
時

に
は
、
兄
一
郎
と
共
に
過
し
た
少
年
時
代
の
記
憶
を
呼
び
起
し
て
い
る
（
帰
っ

て
か
ら
二
十
五
）
。
三
沢
も
ま
た
美
し
い
「
過
去
の
詩
」
 
（
塵
労
十
六
）
を
未

来
に
「
投
げ
掛
け
」
る
こ
と
の
で
き
る
青
年
で
あ
る
。
生
活
の
中
で
、
過
ぎ
て

ゆ
く
こ
と
の
な
い
こ
れ
ら
の
記
憶
を
仮
に
〈
固
有
時
〉
と
呼
ぶ
と
す
る
と
、
人

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

間
の
意
識
が
、
現
在
と
い
う
時
間
枠
の
申
か
ら
解
放
さ
れ
る
機
会
は
、
そ
の
よ

う
な
〈
固
有
時
〉
と
の
出
逢
い
及
び
対
話
に
よ
る
他
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
〈
固
有
時
〉
を
も
た
な
い
一
郎
は
現
在
と
い
う
時
間
枠
か
ら
一
刻
も
解
放
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
。
つ
ま
り
一
郎
の
「
牢
獄
」
意
識
（
兄
十
六
）
と
は
、
空
間
的

な
意
昧
よ
り
は
む
し
ろ
時
間
的
な
意
味
合
が
強
い
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
牢
獄
意
識
は
、
明
治
二
十
年
代
に
青
春
を
過
し

た
知
的
エ
リ
ー
ト
達
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
の
近
代
化
を
荷
う
エ
リ

ー
ト
と
し
て
の
使
命
感
が
生
活
的
自
我
の
成
熟
を
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
る
。
生

活
が
「
目
的
」
 
（
塵
労
三
十
二
）
の
た
め
の
「
方
便
」
 
（
同
）
と
化
し
、
生
活

そ
の
も
の
の
自
己
目
的
性
が
無
意
味
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
す

る
興
味
深
い
断
片
が
あ
る
。

 
O
b
o
癖
げ
。
直
噌
ω
I
o
o
旨
ω
3
玉
什

 
○
窯
。
美
8
ゆ
q
o
け
｝
肖
。
⊆
凶
げ
ぎ
降
。
島
翅
-
ぎ
ω
Φ
ω
ω
⇔
暮
言
q
＄
ω
ρ

 
0
2
㌶
口
「
巴
o
o
ロ
。
ξ
ω
δ
b
．

 
 
（
波
線
関
谷
-
明
治
四
十
三
年
仲
秋
よ
り
明
治
四
十
四
年
初
夏
頃
ま
で
）

試
訳
す
る
と
、
一
日
を
た
だ
通
過
す
る
た
め
に
働
く
、
そ
の
よ
う
な
日
が
間
断

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
く
積
も
り
積
も
っ
て
ゆ
く
、
〈
そ
の
結
果
〉
は
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ

の
よ
う
な
人
生
は
無
き
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
く
真
の
経
験
〉
が
放

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
3

棄
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
郎
の
人
生
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
し
得
る
。
そ
し
て
、
H
さ
ん
の
手
紙
に
伝
え
ら
れ
る
、
一
郎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
現
在
の
内
面
の
有
り
様
が
〈
そ
の
結
果
〉
な
の
で
あ
る
。
 
「
何
を
卜
う
し
て

も
、
そ
れ
が
目
的
に
な
ら
な
い
計
り
で
な
く
、
方
便
に
も
な
ら
な
い
」
'
（
塵
労

三
十
一
）
と
い
う
「
不
安
」
 
（
同
）
が
極
限
ま
で
激
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
種
の
「
不
安
」
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
空
虚
感
と
根
を
等
し
く
す
る
も
の

で
あ
る
。

 
 
生
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
自
分
は
何
を
し
て
い
る
か
。
1
中
略
-
策
う
た

 
 
れ
駆
ら
れ
て
ば
か
り
み
る
為
に
、
そ
の
何
物
か
が
醒
覚
す
る
暇
が
な
い
や

 
 
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
勉
強
す
る
子
供
か
ら
勉
強
す
る
学
校
生
徒
、
勉
強
す
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る
国
史
、
勉
強
す
る
留
学
生
と
い
ふ
の
が
、
皆
そ
の
役
で
あ
る
。
1
中
略

 
 
-
此
等
が
即
ち
自
分
の
生
だ
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
 
（
森
鴎
外
『
妄
想
」

 
 
明
治
四
十
四
年
）

彼
ら
は
共
に
、
二
二
的
に
は
〈
現
在
〉
と
い
う
牢
獄
に
、
空
間
的
に
は
〈
図
書

館
や
大
学
〉
と
い
う
牢
獄
に
閉
ざ
さ
れ
た
生
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼

ら
は
人
間
の
生
活
の
増
金
に
い
る
者
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
観
察
・
研
究
す
る
者

と
し
て
生
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
 
〈
生
〉
へ
の
多
感
は
失
な
わ
れ
、
一
郎
に
と

っ
て
〈
生
〉
は
、
抽
象
化
さ
れ
、
 
一
般
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
み
存
在

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
一
郎
の
精
神
の
崎
形
化
へ
の
道
筋
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

 
し
た
が
っ
て
、
一
郎
の
苦
痛
の
最
も
内
奥
の
も
の
と
は
、
人
生
を
侵
蝕
す
る

〈
現
在
位
相
〉
の
中
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
ま
ま
、
「
疲
れ
て
も
巳
め
得
ぬ
戦
い

の
持
続
」
の
う
ち
に
「
独
り
」
無
意
味
に
消
滅
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
存
在
感
覚
で
あ
っ
た
こ
と
が
自
ず
と
推
測
さ
れ
得
る
。
そ
の
よ
う
に
生
き
て

き
た
一
郎
が
渇
望
し
た
も
の
は
、
H
さ
ん
と
の
旅
で
比
喩
と
し
て
〈
経
験
〉
す

る
こ
と
が
で
き
た
、
大
自
然
と
の
対
決
の
内
面
化
、
す
な
わ
ち
破
壊
的
威
力
を

も
つ
無
時
間
的
〈
運
命
〉
の
到
来
で
あ
っ
た
。
 
〈
運
命
〉
と
い
う
破
壊
力
に
よ

っ
て
、
真
空
化
・
均
質
化
し
つ
つ
あ
る
精
神
生
活
に
、
観
喜
や
悲
嘆
な
ど
の
、

原
初
の
声
を
呼
び
起
そ
う
と
願
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
一
郎
が
一
．
一
郎
に
「
直

の
節
操
を
御
前
に
試
し
て
貰
ひ
た
い
」
 
（
兄
二
十
四
）
と
依
頼
し
た
真
の
目
的

は
〈
疑
い
〉
を
〈
現
実
化
〉
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
〈
運
命
〉
を
自
ら
作
る
こ
と

に
よ
る
、
純
粋
な
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
の
企
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 
〈
節
操
を
試
す
〉
と
い
う
名
分
に
隠
れ
て
、
二
人
の
仲

へ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

が
本
当
に
な
る
、
と
い
う
自
虐
的
な
形
の
〈
生
〉
の
く
手
応
え
〉
を
ひ
そ
か
に

『
行
人
」
論
 
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
1

期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
パ
オ
ロ
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
4

を
、
密
会
の
現
場
で
刺
し
殺
し
た
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
夫
ジ
ア
ン
チ
オ
ッ
ト

の
激
情
を
わ
が
も
の
と
し
、
 
〈
自
然
の
瞥
力
〉
 
（
帰
っ
て
か
ら
二
十
八
）
が
蘇

っ
て
く
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
二
人
の
強
め

ら
れ
た
連
帯
感
に
よ
っ
て
一
郎
は
〈
手
応
え
〉
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
己

劇
化
の
企
て
は
失
敗
に
終
る
。
こ
れ
が
『
行
人
』
に
内
在
す
る
最
大
の
ド
ラ
マ

で
あ
る
。
 
「
『
姉
さ
ん
の
人
格
に
就
て
、
御
疑
ひ
に
な
る
所
は
丸
で
あ
り
ま
せ

ん
」
」
 
（
兄
四
十
四
）
と
い
う
二
郎
の
答
え
に
対
し
て
一
郎
が
「
急
に
色
を
変

へ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
「
「
己
は
一
時
の
勝
利
者
に
さ
へ
な
れ
な
い
」
」

（
帰
っ
て
か
ら
二
十
九
）
と
い
う
眩
き
は
、
一
郎
の
こ
の
〈
真
の
企
て
〉
を
証

す
る
も
の
で
あ
る
。
レ
か
し
く
運
命
〉
を
自
ら
作
ろ
う
と
し
た
こ
と
こ
そ
、
二

郎
の
、
人
間
と
し
て
の
最
大
の
傲
慢
だ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
お
直
は
、
 
〈
運

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

命
〉
と
は
待
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
自
己
の
「
囚
は
れ
な
い
自

由
な
」
 
（
塵
労
六
）
魂
を
虐
げ
る
因
襲
的
な
外
界
に
対
し
て
、
次
第
に
そ
れ
ら

に
馴
致
さ
れ
る
の
で
も
、
厭
世
的
に
な
る
の
で
も
な
く
、
外
的
状
況
と
内
面
的

に
結
び
つ
く
こ
と
の
で
き
る
、
そ
の
瞬
間
を
待
つ
こ
と
、
そ
の
精
神
的
緊
張
の

持
続
を
日
常
の
も
の
と
し
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
が
、
人
間
的
腐
食
や
頽
廃
を
突

き
抜
け
得
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
こ
と
を
、
〈
損
わ
れ
な
い
天
真
〉
の
う
ち
に

っ
か
み
取
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
お
・
直
は
「
い
つ
で
も
覚
悟
が
出
置
て
」
 
（
兄
三

十
八
）
お
り
、
「
落
付
い
て
」
二
郎
を
見
つ
め
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
お
直
こ
そ
が
、
ま
さ
に
〈
運
命
的
な
人
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
二
郎
は

そ
の
〈
自
然
の
轡
力
〉
に
よ
っ
て
、
自
ら
知
ら
ず
に
〈
運
命
〉
を
引
き
寄
せ
て

ゆ
く
。

 
し
か
し
H
さ
ん
か
ら
の
手
紙
は
、
二
郎
の
思
惑
と
は
隔
絶
し
た
、
お
そ
ら
く
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二
郎
の
想
像
を
絶
す
る
類
の
、
病
め
る
魂
に
関
す
る
報
告
だ
っ
た
。
そ
う
し
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

一
郎
の
、
全
く
孤
独
な
内
面
を
他
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
た
こ
と
に
つ
い
て
H

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

さ
ん
は
「
偶
然
は
遂
に
私
の
手
を
導
い
て
」
 
（
塵
労
二
十
八
）
 
「
偶
然
を
利
用

 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

し
て
」
 
「
此
偶
然
を
思
ひ
愚
な
く
」
 
「
全
く
偶
然
の
御
蔭
」
と
、
 
〈
偶
然
性
〉

を
反
復
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
〈
偶
然
〉
は
、
次
の
よ
う
な
三
沢
の
こ
と
ば
に

呼
応
し
て
い
る
。

 
 
「
『
知
ら
な
い
ん
だ
。
向
は
僕
の
身
体
を
知
ら
な
い
し
、
僕
は
又
あ
の
女

 
 
の
身
体
を
知
ら
な
い
ん
だ
。
周
囲
に
居
る
も
の
は
又
我
々
二
人
の
身
体
を

 
 
知
ら
な
い
ん
だ
」
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
友
達
二
十
一
）

〈
偶
然
〉
知
る
こ
と
は
で
き
た
、
し
か
し
三
沢
の
病
気
は
回
復
し
て
も
、
一
郎

の
場
合
は
、
他
の
容
啄
を
許
さ
ぬ
、
病
め
る
〈
絶
対
者
〉
の
煩
悶
で
あ
っ
た
た

め
、
悲
劇
へ
と
向
う
他
は
な
く
、
 
「
深
く
餓
侮
し
た
い
と
思
う
」
 
（
兄
四
十

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

二
）
、
 
「
人
格
の
三
斜
て
る
な
か
っ
た
当
時
の
自
分
に
は
」
 
（
同
四
十
三
）
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
る
い
は
「
此
眠
方
が
自
分
に
は
今
で
も
不
審
の
一
つ
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
二
）

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
ど
の
、
決
定
的
な
悲
劇
に
至
る
文
脈
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

る
。
物
語
は
、
長
野
家
の
日
常
の
崩
壊
を
予
感
さ
せ
、
そ
の
決
定
的
な
出
来
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
語
ら
れ
る
直
前
で
終
っ
て
い
る
。
弟
二
郎
の
語
り
の
機
能
は
そ
こ
を
限
界
と

し
た
の
で
あ
る
。

 
作
者
は
『
行
人
」
に
お
い
て
、
 
「
一
人
の
人
間
が
二
人
に
な
る
と
、
一
人
で

み
た
時
よ
り
も
人
間
の
品
格
が
堕
落
す
る
場
合
が
多
い
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
六
）

な
ど
と
言
お
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
 
一
郎
・
二
郎
・
お
直
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ

の
生
存
の
〈
固
有
性
〉
が
、
一
つ
の
く
運
命
〉
の
意
味
を
、
ま
さ
に
多
元
的
に

増
幅
さ
せ
て
ゆ
く
。
フ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
作
者
漱
石
の
近
代
的
個
我
と
し
て
の

独
創
性
と
天
才
性
と
が
切
り
捨
て
て
き
た
く
最
も
身
近
な
他
人
〉
へ
の
通
路
を

暗
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

 
長
野
一
郎
は
、
専
門
化
・
細
分
化
の
激
発
の
道
を
歩
ん
だ
近
代
日
本
の
使
命

感
を
〈
真
面
目
〉
に
生
き
た
、
知
的
エ
リ
ー
ト
の
至
忠
的
実
相
に
他
な
ら
ず
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
近
代
的
自
我
〉
と
い
う
も
の
の
再
検
討
の
た
め
の
最
も

有
効
な
問
題
化
の
方
途
を
わ
れ
わ
れ
に
提
出
し
て
い
る
。
漱
石
は
、
講
演
『
現

代
日
本
の
開
化
」
 
（
明
治
四
十
四
年
）
の
中
で
、
内
発
的
な
開
化
を
「
丁
度
花

が
開
く
や
う
に
お
の
つ
か
ら
蕾
が
破
れ
て
花
弁
が
外
に
向
ふ
」
と
い
う
喩
え
で

語
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
講
演
の
中
に
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
を
う
み
だ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
止

す
に
は
進
化
を
短
縮
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と

も
容
易
な
筈
で
あ
る
。

注
1

注
2

注
3

注
4

注
F
・
シ
ュ
タ
ン
ツ
ェ
ル
『
物
語
の
構
造
」
 
（
前
田
彰
一
訳
岩
波
書
店

一
九
八
九
・
一
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

例
え
ば
お
直
の
謂
え
く
ぼ
に
つ
い
て
、
伊
豆
利
彦
氏
は
「
そ
こ
に
淋
し

へい
お
直
の
心
を
見
た
の
は
二
郎
だ
け
だ
っ
た
。
」
 
（
傍
点
関
谷
「
「
行

人
」
論
の
前
提
」
「
日
本
文
学
」
一
九
六
九
二
二
）
、
と
極
め
て
示
唆

的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

二
郎
と
お
直
の
恋
愛
を
、
一
方
の
主
筋
で
あ
る
と
す
る
説
は
、
橋
本
佳

「
『
行
人
」
に
つ
い
て
」
 
（
『
国
語
と
国
文
学
」
二
九
六
七
・
七
）
が

画
期
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
こ
の
橋
本
論
文
に
ほ

ぼ
尽
き
て
い
る
。

例
え
ば
、
H
さ
ん
が
「
マ
ラ
ル
メ
の
椅
子
」
 
（
塵
労
三
十
八
）
を
、

〈
～
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
う
一
郎
の
窮
屈
な
生
き
方
の
比
喩
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注
5

注
6

注注
87

注
9

注
1
0

注
1
1

注
1
2

注
1
3

と
し
て
言
っ
た
の
に
対
し
て
「
椅
子
位
失
っ
て
」
と
答
え
る
一
郎
は
こ

の
比
喩
が
分
っ
て
い
な
い
。

二
郎
が
「
雅
楽
所
」
 
（
塵
労
十
八
）
で
見
る
「
N
侯
爵
」
 
「
K
公
爵
」
，

は
一
郎
と
二
郎
の
ど
ち
ら
に
も
無
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
一
郎
に
関

す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
全
く
性
質
を
異
に
す
る
。

『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
に
も
「
中
味
と
形
式
」
と
同
様
オ
イ
ケ
ン
を
例

と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

「
断
片
」
 
（
明
治
四
十
五
年
五
月
十
六
日
よ
り
同
十
二
月
頃
迄
）

「
断
片
」
 
（
一
明
治
四
十
三
年
仲
秋
頃
よ
り
明
治
四
十
四
年
初
夏
頃
ま

で
一
）
に
「
○
統
一
病
。
℃
置
①
口
。
ヨ
①
昌
巴
毛
。
居
匡
」
と
い
う
の
が
あ

る
。
ま
た
『
思
ひ
出
す
事
な
ど
」
に
も
オ
イ
ケ
ン
を
「
統
一
病
」
と
言

っ
て
い
る
。

ロ
テ
ン
・
バ
ル
ト
『
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
断
章
』
 
（
三
好
郁
朗
訳

み
す
ず
圭
旦
房
 
一
九
八
○
・
九
）

江
藤
淳
は
H
さ
ん
の
手
紙
の
中
の
「
絶
対
の
境
地
」
が
「
奇
妙
な
こ
と

に
、
修
善
寺
に
於
け
る
漱
石
の
天
賓
を
想
わ
せ
る
」
 
（
『
夏
目
漱
石
」

勤
草
堂
旦
房
一
九
六
五
・
六
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
第
二
の
葬
式
」
に
お
い
て
葬
ら
れ
る
「
余
」
と
は
く
大
患
以
前
の
一

郎
的
側
面
に
お
け
る
「
余
」
〉
で
あ
る
こ
と
は
疑
が
な
い
。

二
郎
が
一
郎
に
、
家
を
出
る
事
を
告
げ
に
書
斎
へ
行
く
場
面
で
、
二
郎

の
「
意
識
朦
朧
」
 
（
帰
っ
て
か
ら
二
十
六
）
状
態
が
か
か
れ
て
い
る
こ

と
に
は
作
者
の
深
い
留
意
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

○
国
×
b
臼
一
9
0
ρ
生
の
内
容
は
①
×
℃
Φ
江
Φ
コ
。
Φ
ナ
リ
。
（
「
断
片
」
明
治

四
十
二
年
一
月
頃
よ
り
六
七
月
頃
ま
で
r
）
。
∴
国
×
℃
⑦
甑
魯
。
Φ
ぎ
も
。

『
行
人
』
論
一
現
在
位
相
か
ら
の
遁
走
1

注
1
4

注
1
5

詳
碧
。
Φ
イ
ク
ラ
9
一
一
〇
ω
o
喜
Φ
『
デ
モ
曽
。
鉱
。
昌
ノ
助
ケ
ニ
ハ
ナ
リ
ニ
ク

イ
、
℃
ゲ
臨
。
ω
o
b
げ
興
ハ
h
o
『
ヨ
カ
ラ
o
o
耳
Φ
茸
ω
ヲ
逆
二
ぎ
ω
且
民
Φ
シ
ナ

ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
、
 
（
「
断
片
」
明
治
四
十
四
年
五
月
十
六
日
よ
り
同

十
二
月
頃
ま
で
一
）

「
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
」
 
（
『
ダ
ヌ
ン
チ
オ
全
集
」
1
所
収
 
鷲
尾
浩
訳

冬
夏
社
 
一
九
一
五
年
四
月
）
に
拠
る
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
空
間
の
詩
学
」
 
（
岩
村
行
雄
訳
 
思
想
社
 
一
九
六

九
・
一
）
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