
遠
　
藤
　
周
　
作

「
ア
　
デ

ン

ま
　
で
」
論

〉
ω
葺
身
o
h
』
織
§
§
ミ
鳴
ξ
ω
げ
口
銘
屏
⊆
　
国
巳
。

中

野

恵

海

は
　
し
　
が
　
き

　
筆
・
者
は
遠
藤
が
「
沈
黙
」
（
昭
4
1
・
刊
）
を
発
表
し
た
の
を
機
会
に
小
論
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
と

あ
る
が
「
遠
藤
周
作
論
」
を
纒
め
て
こ
の
研
究
論
集
（
第
十
六
巻
・
昭
4
4
刊
）
に

発
表
し
た
。
そ
の
後
作
品
を
読
み
返
し
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
考
え
た
事
ど
も
を

一
応
、
　
処
女
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
　
に
限
っ
て
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
勿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぶ
ざ
ま

論
、
前
掛
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
出
て
来
て
無
様
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
た

が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
纒
ま
っ
て
理
解
が
と
ど
き
易
い
よ
う
に
し
た
い
と
も
思
っ
た

の
で
、
か
ま
わ
ず
叙
述
し
て
み
た
。
御
諒
承
が
い
た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
れ
か
ら
こ
の
稿
に
於
て
、
筆
者
の
胸
中
に
常
に
往
来
し
た
の
は
、
作
家
と

そ
の
処
女
作
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。
既
に
云
い
古
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
が
、
処
女
作
は
そ
の
作
家
を
決
定
す
る
、
或
は
少
し
ハ
イ
カ
ラ
に
、
作
家
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
み
じ
み

処
女
作
に
向
っ
て
成
熟
す
る
、
と
い
う
事
が
今
度
も
沁
々
と
思
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
作
家
の
文
学
的
特
質
が
既
に
処
女
作
に
於
て
、
然
も
繭
芽
の
形
に
於
て

　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

み
と
め
ら
れ
、
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
点
に
於
て
、
処
女
作
研
究
の
大
き
な
価
値
が

あ
る
。
遠
藤
は
昭
和
5
5
年
「
侍
」
を
発
表
し
た
。
処
女
作
以
後
二
十
六
年
を
経
た

作
品
で
、
こ
の
間
に
遠
藤
は
小
説
家
と
し
て
華
々
し
い
門
出
を
し
、
日
本
に
珍
ら

し
い
カ
ソ
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
幾
多
の
問
題
作
や
傑
作
を
発
表
し
日
本
文
壇
に
ゆ

る
ぎ
な
い
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
。
　
そ
の
彼
の
最
近
作
と
も
い
う
べ
き

「
侍
」
の
中
に
、
既
に
「
ア
デ
ン
ま
で
」
に
現
わ
れ
て
い
る
幾
多
の
文
学
的
特
質

を
見
出
し
て
私
は
感
慨
深
か
っ
た
。
例
え
ば
、
「
侍
」
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は

果
し
て
日
本
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
、
と
い
う
深
い
疑
問
が
提
出
さ
れ
、
執
拗

に
問
わ
れ
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
い
は
、
既
に
「
沈
黙
」
に
於
て
一
つ

の
テ
ー
マ
と
し
て
正
面
か
ら
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
然
し
こ
の
「
疑
問
」
は
早

く
処
女
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
に
於
て
、
萌
芽
の
形
で
存
在
す
る
よ
う
に
私
に
は
思

え
る
。
又
「
幻
影
」
な
る
言
葉
は
「
ア
デ
ン
、
ま
で
」
で
は
さ
り
げ
な
い
形
で
出
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
翌
年
書
か
れ
た
「
白
い
人
」
（
芥
川
賞
受
賞
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
つ
わ

於
て
は
、
そ
の
意
味
が
拡
大
さ
れ
、
現
実
を
偽
る
も
の
、
ま
や
か
し
の
信
仰
、
と

い
う
ふ
う
に
な
り
、
遂
に
一
篇
の
テ
ー
マ
が
こ
の
幻
影
、
つ
ま
り
す
べ
て
幻
影
を

1



　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

抱
い
て
生
れ
、
幻
影
を
抱
い
て
死
ぬ
人
間
に
対
す
る
復
讐
と
い
う
事
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
幻
影
の
語
が
「
侍
」
の
中
で
一
箇
所
出
て
来
る
。

　
1
長
い
間
、
幻
影
に
引
き
摺
ら
れ
続
け
て
き
た
旅
は
今
、
終
り
を
告
げ
よ
う

　
と
し
て
い
た
。

と
い
う
文
章
で
あ
る
が
、
私
に
は
こ
の
幻
影
の
語
が
単
に
偶
然
に
国
語
辞
書
的
な

意
味
の
み
で
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
こ
こ
は
矢
張
り
現
実

や
真
実
を
直
視
出
来
な
い
で
幻
影
を
見
つ
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
人
間
の
悲
劇
性

や
、
哀
し
さ
が
深
々
と
こ
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
、
執
　
筆
　
ま
　
で

　
全
く
の
常
套
手
段
と
云
う
べ
き
だ
が
、
彼
の
処
女
作
執
筆
に
至
る
ま
で
の
謳
い

　
　
　
い
ち
べ
つ

立
ち
を
一
瞥
し
た
い
。
彼
は
大
正
十
二
年
三
月
、
東
京
生
れ
で
、
（
本
年
、
昭
．

五
十
六
年
、
数
え
五
十
九
歳
）
父
は
遠
藤
常
久
、
母
侑
の
次
男
で
あ
っ
た
が
周
知

の
如
く
父
の
転
勤
の
為
、
大
正
十
五
年
に
家
族
と
共
に
大
連
に
移
住
し
、
の
ち
両

親
が
不
和
と
な
っ
た
為
、
毎
日
暗
い
気
持
で
通
学
し
た
と
い
う
。
昭
和
八
年
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ど

父
母
の
離
婚
に
よ
り
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
日
本
に
戻
り
、
神
戸
市
六
甲
小
学
校
に

転
校
し
て
い
る
。
後
年
の
作
品
「
船
を
見
に
行
こ
う
」
（
小
説
中
央
公
論
・
昭
三

五
）
「
童
話
」
（
群
像
・
昭
三
八
）
な
ど
は
そ
の
彼
の
幼
少
年
時
の
在
満
中
の
体
験

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
遠
藤
文
学
の
特
質
と
し
て
そ
こ
に

　
　
　
　
　
　
　
わ
い

は
多
分
に
誇
張
や
歪
曲
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ
等
の
作
品
の
基
調
は

暗
く
陰
讐
で
、
遠
藤
文
学
の
特
徴
と
し
て
彼
が
好
ん
で
背
徳
、
偽
瞳
、
変
態
、
挫

折
、
裏
切
り
な
ど
人
間
性
の
弱
点
や
暗
黒
面
を
題
材
と
し
て
採
り
上
げ
て
い
る
事

と
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
神
戸
の
伯
母
が
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
そ
の
伯
母
や
母
に
伴
わ
れ
、
夙
川

の
教
会
に
通
い
は
じ
め
他
の
子
供
達
と
共
に
公
教
要
理
を
き
い
た
の
が
彼
の
キ
リ

ス
ト
教
と
の
初
め
て
の
遊
遁
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
年
に
は
洗
礼
を
受
け
、
ポ
ー
ル

と
い
う
洗
礼
名
を
貰
っ
て
い
る
。
こ
の
洗
礼
に
つ
い
て
は
、
神
を
求
め
る
信
仰
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
っ
か
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

心
な
ど
は
無
く
、
母
も
ろ
共
厄
介
に
な
っ
て
い
る
伯
母
に
対
す
る
お
べ
っ
か
心
か

ら
で
あ
っ
た
な
ど
と
彼
は
や
や
自
虐
的
な
口
調
で
回
想
し
た
り
し
て
い
る
が
、
最

近
作
の
「
侍
」
（
昭
・
五
五
）
で
は
受
洗
を
人
生
の
重
大
事
と
し
て
描
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
た
と
え
受
洗
し
た
人
間
の
側
で
ど
ん
な
に
軽
く
、
無
自

覚
に
こ
れ
を
扱
お
う
と
、
神
の
側
で
こ
の
つ
な
が
り
を
打
切
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
、
と
い
う
風
に
　
受
け
と
め
て
い
る
。
の
ち
の
三
浦
朱
門
と
の
対
談
に
際
し
て

も
、
三
浦
が
「
受
洗
す
る
と
い
う
の
は
、
動
機
が
打
算
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、

本
当
に
深
く
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
実
は
た
い
し
た
違
い
は
な
い
と
思
う
。

と
云
っ
た
の
に
対
し
「
今
の
僕
は
そ
う
思
っ
て
い
る
よ
。
君
が
洗
礼
を
受
け
た
の

は
、
自
分
で
選
ん
だ
の
だ
か
ら
い
わ
ば
恋
愛
結
婚
。
僕
な
ん
か
子
供
の
と
き
か
ら

の
許
婚
だ
よ
。
見
合
だ
ろ
う
が
恋
愛
だ
ろ
う
が
結
婚
と
い
う
の
は
結
局
同
じ
だ
、

と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
に
、
洗
礼
だ
っ
て
人
に
さ
せ
ら
れ
よ
う
が
自
分
の
意
思
で

選
ぼ
う
が
大
差
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
二
十
年
ぐ
ら
い
少
し
ず
つ
解
っ
て

き
た
か
ら
ね
。
」
と
答
え
て
い
る
。

　
六
甲
小
学
校
を
卒
業
し
た
彼
は
同
じ
昭
和
十
年
に
は
灘
中
学
に
入
学
し
た
。
夫

婦
生
活
に
失
望
し
た
、
勝
気
で
情
熱
的
な
母
は
、
息
子
を
、
信
仰
や
生
き
方
に
信

念
を
持
つ
男
性
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
母
に
対
す
る
反
抗
的
気
分

か
ら
、
意
識
的
に
勉
強
を
怠
り
、
一
八
八
人
中
一
八
六
番
の
成
績
で
灘
中
学
を
卒

2



業
（
昭
・
十
五
）
し
た
と
は
彼
の
告
白
で
あ
る
。
年
譜
に
よ
れ
ば
浪
人
生
活
三
年

を
経
て
、
慶
応
文
学
部
予
科
に
入
学
（
昭
・
十
八
）
と
あ
る
が
、
灘
中
を
出
て
の

浪
人
三
年
間
の
生
活
は
苦
し
か
っ
た
ろ
う
。
然
も
世
は
戦
時
体
制
で
授
業
は
殆
ん

ど
行
わ
れ
ず
、
川
崎
造
船
工
場
で
の
勤
労
奉
仕
が
学
生
々
活
で
あ
っ
た
。
工
場
の

作
業
の
間
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
勉
強
し
、
マ
リ
タ
ン
や
リ
ル
ケ
を
読
ん
だ
と
い
う
。

カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
者
の
吉
満
義
彦
の
舎
監
を
し
て
い
る
学
生
寮
に
入
り
、
そ
の
紹

介
で
昭
和
十
九
年
に
は
堀
辰
雄
を
訪
ね
た
り
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
年
に
は
徴
兵

検
査
を
受
け
、
第
一
乙
種
だ
っ
た
が
、
肋
膜
炎
の
た
め
召
集
延
期
と
な
り
、
入
隊

せ
ぬ
ま
ま
終
戦
を
迎
え
た
。
（
不
幸
つ
づ
き
の
彼
に
と
っ
て
数
少
な
い
幸
運
の
一

つ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
）
佐
藤
朔
の
「
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
潮
流
」
を
読
ん
だ
の

が
動
機
と
な
り
仏
文
科
に
進
学
し
た
が
、
つ
ま
り
は
こ
れ
が
彼
の
文
学
開
眼
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
ン
ス

つ
た
。
そ
し
て
モ
ウ
リ
ャ
ッ
ク
、
ベ
ル
ナ
ノ
ス
な
ど
の
現
代
仏
蘭
西
カ
ト
リ
ッ
ク

文
学
を
読
み
は
じ
め
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
二
年
、
同
級
生
に
託
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
神
々
と
神
と
」
が
神
西
清
の

目
に
と
ま
り
、
角
川
発
行
の
「
四
季
」
に
掲
載
さ
れ
、
又
評
論
「
カ
ト
リ
ッ
ク
作

家
の
問
題
」
が
母
校
の
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
、
つ
づ
い
て
翌
年
に
は
評
論

「
堀
辰
雄
論
覚
書
」
が
「
高
原
」
に
、
評
論
「
此
の
二
者
の
う
ち
」
「
シ
ャ
ル
ル

・
ペ
ギ
イ
の
場
合
」
が
「
三
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
彼
は
丸
岡

明
、
原
民
喜
、
山
本
健
吉
、
柴
田
錬
三
郎
、
堀
田
善
衛
、
な
ど
三
田
文
学
の
先
輩

達
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
四
年
に
慶
大
を
卒
業
し
出
版
社
鎌
倉
文
庫

の
嘱
託
と
な
っ
た
が
営
業
不
振
の
た
め
同
社
は
ま
も
な
く
潰
れ
た
。
こ
の
年
、

「
精
神
の
腐
刑
一
武
田
泰
淳
論
」
を
「
個
性
」
に
発
表
し
て
い
る
。

　
昭
和
二
十
五
年
、
一
月
に
は
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ウ
リ
ャ
ッ
ク
」
を
「
近
代
文

　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

学
」
に
発
表
し
た
が
、
七
月
に
は
戦
後
最
初
の
カ
ト
リ
ッ
ク
留
学
生
と
し
て
フ
ラ

ン
ス
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
研
究
の
た
め
仏
国
船
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ス
号
の
四
等
船

客
と
な
り
渡
仏
、
リ
ヨ
ン
大
学
に
学
び
つ
つ
、
モ
ウ
リ
ャ
ッ
ク
を
熟
読
し
た
。
と

く
に
そ
の
代
表
作
「
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
イ
ル
ウ
」
は
幾
度
も
読
ん
だ
と
い
う
。

（
後
年
、
彼
自
ら
、
翻
訳
も
し
て
い
る
）
「
リ
ヨ
ン
の
二
年
半
の
生
活
は
い
さ
さ
か

苦
し
か
っ
た
が
、
小
説
家
に
な
ら
う
と
し
た
の
は
こ
の
時
な
り
」
と
は
彼
の
熱
っ

ぽ
い
告
白
で
あ
る
。

　
昭
和
二
十
八
年
帰
国
し
た
彼
が
早
速
に
小
説
「
ア
デ
ン
ま
で
」
を
書
き
上
げ

「
三
田
文
学
」
に
発
表
し
た
。
時
に
昭
和
二
十
九
年
彼
は
三
十
二
歳
で
あ
っ
た
。

　
以
上
に
於
て
私
の
注
意
し
た
い
点
を
挙
げ
れ
ば
次
の
二
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
の
第
一
は
、
現
実
生
活
に
お
け
る
挫
折
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
両
親
不
和
に

原
因
す
る
家
庭
の
暗
さ
に
閉
さ
れ
、
色
の
黒
さ
か
ら
ク
ラ
ス
の
者
か
ら
カ
ラ
ス
、

カ
ラ
ス
、
と
は
や
し
立
て
ら
れ
た
り
し
た
幼
少
年
時
代
、
そ
し
て
母
子
家
庭
と
な

り
青
年
期
を
迎
え
て
か
ら
の
三
年
間
の
浪
人
生
活
、
そ
し
て
戦
時
中
の
ア
ル
バ
イ

ト
学
生
々
活
、
勤
労
奉
仕
。
卒
業
後
の
入
社
後
間
も
な
い
鎌
倉
文
庫
の
倒
産
ま
で

加
え
て
、
彼
の
人
生
は
全
く
陽
の
当
ら
ぬ
、
恵
ま
れ
ぬ
も
の
の
典
型
で
あ
る
様
に

見
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
体
験
が
影
を
描
い
て
光
を
お
も
わ
せ
る
と
い
う
モ

ウ
リ
ャ
ッ
ク
の
手
法
に
強
い
共
鳴
を
覚
え
さ
せ
、
常
に
弱
者
、
敗
者
の
側
に
立
つ

遠
藤
の
文
学
の
本
質
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
そ
の
第
二
は
彼
が
文
学
の
は
た
け
で
活
動
し
出
し
た
の
は
小
説
家
と
し
て
で
は

な
く
、
批
評
家
と
し
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
知
性
、
理
性
が
何
よ
り

物
を
云
う
世
界
が
批
評
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
純
文
学
は
勿
論
の
事
、
ユ
ー
モ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

小
説
を
書
き
、
ぐ
う
た
ら
哲
学
を
説
く
狐
狸
庵
先
生
に
も
、
そ
の
根
の
と
こ
ろ
に

3



　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

こ
の
批
評
精
神
が
光
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
文
学
に
批
評
精
神
、
そ
し
て
理

性
的
要
素
や
合
理
主
義
を
強
く
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
云
い
た

い
の
で
あ
る
。

二
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
手
法
に
つ
い
て

　
青
年
期
に
文
学
開
眠
を
覚
え
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
読
み
は
じ
め
た
最
初
か
ら
遠

藤
に
は
モ
ウ
リ
ャ
ッ
ク
に
関
心
が
持
て
た
が
、
真
の
遅
遁
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

が
昭
和
二
十
五
年
渡
仏
後
の
リ
ヨ
ン
大
学
に
学
ん
だ
時
で
あ
っ
た
事
は
前
述
の
通

り
で
あ
る
。
彼
が
今
迄
の
批
評
家
生
活
か
ら
転
身
し
て
、
作
家
に
な
ろ
う
と
し
、

そ
の
手
法
を
学
ん
だ
の
が
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
い
う
。
で
は
そ
の
モ
ー
リ

ヤ
ッ
ク
の
手
法
と
は
何
か
。
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
が
、
そ
れ
は
一
言
で

云
え
ば
、
「
影
を
描
い
て
、
光
を
想
わ
せ
る
法
」
で
あ
る
。
絵
画
で
云
え
ば
、
よ

り
適
切
に
な
ろ
う
が
、
影
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
光
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
技

法
で
あ
る
。
讐
え
ば
、
「
睡
蓮
・
水
の
風
景
連
作
」
四
十
八
点
を
狂
気
の
如
く
描

い
た
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
は
、
「
私
は
不
可
能
と
挑
戦
し
て
い
ま
す
」
と
友
人
に
書

き
送
り
、
こ
の
「
不
可
能
」
と
は
光
を
描
く
事
だ
と
云
い
、
光
を
直
接
カ
ン
バ
ス

に
表
現
し
得
な
い
彼
は
、
遂
に
我
が
庭
の
池
の
睡
蓮
を
描
く
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
睡
蓮
を
描
き
、
水
面
を
描
き
、
水
中
に
ゆ
れ
動
く
水
藻
や
水
底
に
ゆ
ら
ぐ
そ

の
影
を
描
き
出
す
と
き
、
彼
の
カ
ン
バ
ス
に
は
光
の
種
々
相
、
そ
の
生
態
が
現
れ

る
。
影
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
に
は
描
き
得
な
い
「
光
」
を
カ
ン
バ
ス
の
上

に
表
現
す
る
、
こ
れ
が
モ
ネ
の
手
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
教
の
他
力
教
で
の

罪
の
意
識
の
説
明
が
連
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
月
の
光
と
影
と
の
説
明
で
あ
る
。
こ

の
説
明
で
は
途
行
く
地
上
に
落
ち
る
我
が
影
は
我
が
罪
の
影
で
あ
り
、
つ
ま
り
は

罪
の
意
識
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
頭
上
の
月
の
光
は
神
で
あ
り
、
そ
れ
は
仰

ぎ
見
ず
と
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
影
の
濃
さ
は
光
の
強
さ
を
思
わ
し
め
る

の
で
あ
る
、
と
。
人
に
生
れ
る
罪
業
の
影
を
描
い
て
、
文
章
の
上
に
、
そ
し
て
文

学
の
上
に
表
現
す
る
事
の
不
可
能
な
「
神
」
を
描
か
ん
と
す
る
手
法
こ
そ
が
、
モ

ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
手
法
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
遠
藤
は
こ
れ
を
学
ん
で
カ
ト
リ
ッ
ク

作
家
と
な
っ
た
。
好
ん
で
陽
の
当
ら
ぬ
処
に
身
を
置
き
、
常
に
罪
科
や
屈
辱
の
中

か
ら
光
を
憧
憬
す
る
と
い
う
姿
勢
、
こ
れ
が
遠
藤
文
学
の
基
調
で
あ
る
。

三
、
解
釈
上
の
問
題
点

　
「
ア
デ
ン
ま
で
」
を
読
み
始
め
て
誰
し
も
が
ま
ず
気
の
付
く
事
は
、
行
文
が
非

常
に
緊
張
し
、
使
用
さ
れ
る
漢
字
な
ど
妙
に
こ
む
ず
か
し
い
と
い
う
事
で
あ
る
。

　
　
　
　
ふ
と
う
　
　
　
た
そ
が
れ
　
　
こ
め
か
み
　
　
し
の
の
め
　
　
か
げ

例
え
ば
、
埠
頭
、
黄
昏
、
顯
額
、
黎
明
、
竪
、
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
し
、
掌
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

手
と
を
使
い
分
け
た
り
、
船
の
エ
ン
ジ
ン
の
音
が
脚
も
と
か
ら
伝
わ
る
と
い
う
ふ

う
に
漢
字
使
用
に
気
を
使
っ
て
い
る
。
処
女
作
と
い
う
事
か
ら
来
る
作
者
の
緊
張

ぶ
り
が
思
わ
れ
る
事
で
あ
る
が
、
十
年
を
超
え
る
批
評
家
と
し
て
文
章
上
の
修
錬

を
経
た
遠
藤
の
筆
は
初
め
か
ら
達
者
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
基
調
と
す
る
も
の
で
は

あ
る
が
た
と
え
ば
「
ア
フ
リ
カ
の
太
陽
は
東
か
ら
こ
の
海
を
押
え
つ
け
て
い
た
」

と
云
っ
た
ふ
う
の
横
光
利
一
式
新
感
覚
派
的
な
表
現
が
二
、
三
見
ら
れ
た
り
も
す

る
の
で
あ
る
。
以
下
「
ア
デ
ン
ま
で
」
の
文
章
表
現
の
諸
点
に
つ
い
て
少
し
く
述

べ
て
み
た
い
。
（
引
用
文
の
頁
数
は
す
べ
て
講
談
社
文
庫
本
に
よ
っ
た
）
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1

「
夜
が
あ
け
る
」
に
つ
い
て

　
作
品
の
初
あ
の
方
に

　
i
「
夜
が
あ
け
る
。
女
が
あ
け
る
の
だ
ナ
。
」
と

　
　
　
俺
は
考
え
た
。
（
頁
一
五
三
）

　
と
い
う
所
が
あ
る
。
こ
の
「
女
が
あ
け
る
」
の
意
味
が
解
ら
な
い
。
夜
が
明
け

　
　
　
　
　
　
　
　
と
ば
り
　
　
　
　
　
　
あ

て
ゆ
く
、
こ
の
夜
の
帳
を
、
女
が
開
け
る
の
だ
な
。
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
出
来
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

く
も
な
い
が
、
男
の
別
離
に
泣
く
女
が
、
そ
の
別
離
を
早
め
る
よ
う
に
あ
け
る
と

い
う
の
も
変
で
あ
る
。
夜
が
苦
し
い
か
ら
早
く
朝
に
す
る
と
い
う
の
も
余
計
理
屈

ば
っ
て
変
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
仕
方
な
く
次
の
如
く
む
ず
か
し
く
考
え
て
い
る
。

「
女
」
と
い
う
も
の
を
所
謂
男
性
側
か
ら
煩
悩
と
か
愛
欲
の
代
名
詞
の
如
く
考
え

て
こ
の
「
闇
黒
の
愛
欲
の
世
」
も
明
け
て
行
く
、
こ
の
女
と
の
愛
欲
の
世
界
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
り
ふ

オ
サ
ラ
バ
だ
。
そ
れ
が
こ
の
「
女
が
あ
け
る
の
だ
ナ
。
」
と
い
う
男
の
台
詞
で
あ

る
と
、
考
え
る
の
で
あ
る
。

2

「
乾
い
て
い
る
」
「
乾
い
た
音
」
「
眼
の
渇
き
」

か
澗
れ
た
、
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
女
の
手
と
し
て
、
し
っ
と
り
し
た
情
感
と

か
お
よ
そ
、
ウ
エ
ッ
ト
な
何
物
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
感
じ
を
出
そ
う
と
し
た
文

章
の
よ
う
に
思
え
る
。

　
1
女
は
屏
風
の
う
し
ろ
で
、
ひ
そ
か
に
下
着
を
は
ず
し
お
と
し
て
い
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
も

　
れ
は
本
当
に
砂
の
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
乾
い
た
音
だ
っ
た
。
（
頁
一
六
〇
）

　
女
と
の
初
夜
の
情
景
描
写
な
の
で
あ
る
が
、
「
砂
の
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
」
と
い

う
美
し
い
比
喩
に
は
思
わ
ず
、
啄
木
の
歌
「
い
の
ち
な
き
砂
の
か
な
し
さ
よ
さ
ら

さ
ら
と
、
握
れ
ば
指
の
あ
い
だ
よ
り
落
つ
」
を
思
い
出
さ
せ
る
。
乾
い
た
砂
だ
か

ら
、
さ
ら
さ
ら
落
ち
る
の
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
場
合
の
音
は
砂
の
落
ち
る
音
だ
か

ら
、
小
さ
い
音
、
か
す
か
な
音
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
乾
い

た
音
、
と
い
う
形
容
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
。
こ
れ
は
私
は
、
こ
の
音
、
即
ち
下
着

を
は
ず
し
お
と
し
て
い
る
音
を
聞
い
て
い
る
若
い
男
性
の
黒
雲
心
を
表
わ
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
の
だ
と
思
う
。
身
内
が
熱
く
な
る
。
そ
れ
は
か
わ
き
と
同
義
語
で
あ
る
。
少
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
ヘ

　
オ
ー
バ
ー
に
な
っ
た
気
味
が
あ
る
が
、
単
に
小
さ
い
に
と
ど
ま
ら
な
い
語
気
が

感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

　
1
な
ぜ
、
撲
る
の
か
、
な
ぜ
、
こ
の
女
を
憎
む
の
か
…
…
。
打
ち
な
が
ら
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
俺
は
眼
の
渇
き
を
感
じ
た
。
（
頁
一
七
五
）

5

1
戸
口
の
と
こ
ろ
で
彼
女
の
手
を
握
っ
た
。

へる
。
…
…
（
頁
一
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ

そ
の
手
は
白
く
、
乾
い
て
い

　
白
人
の
女
の
手
だ
か
ら
白
い
の
で
、
し
め
り
気
が
な
か
っ
た
の
で
「
乾
い
て
い

る
」
と
書
い
た
と
云
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
別
離
に
の
ぞ
ん
で
涙
も

　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

　
黒
人
の
女
を
思
わ
ず
撲
り
つ
け
る
箇
所
の
描
写
で
あ
る
が
、
夢
中
に
な
り
、
カ

ッ
と
な
っ
て
血
が
頭
に
の
ぼ
り
、
熱
く
な
っ
た
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
そ
し
て
カ

　
　
　
　
　
　
に
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
ら

ッ
と
黒
人
女
を
睨
み
つ
け
る
、
眼
に
力
が
は
い
る
、
万
感
こ
め
て
女
を
睨
み
つ
け

た
と
い
う
文
意
で
あ
る
。

　
以
上
、
引
用
は
、
遠
藤
が
こ
の
処
女
作
に
於
て
漢
字
の
使
用
に
特
別
の
心
遣
い



　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

を
見
せ
て
い
る
ほ
か
に
、
主
と
し
て
感
覚
的
な
描
写
に
も
一
工
夫
し
て
、
新
鮮
な

魅
力
を
発
揮
し
て
い
る
事
に
注
意
し
て
貰
い
た
い
か
ら
で
あ
る
。

3
　
「
赤
い
ち
ぎ
れ
雲
」

1
強
烈
な
夕
陽
に
色
ど
ら
れ
た
砂
漠
の
上
に
は
、
漂
白
さ
れ
た
藍
色
の
空
に

赤
い
ち
ぎ
れ
雲
が
い
く
つ
か
浮
ん
で
い
た
。
俺
は
そ
の
雲
を
み
な
が
ら
パ
ン
を

ち
ぎ
り
、
そ
れ
を
食
っ
た
。
食
い
な
が
ら
、
俺
は
あ
の
黒
人
の
女
が
死
ぬ
で
あ

ろ
う
こ
と
を
考
え
た
。
ふ
し
ぎ
に
、
彼
女
の
死
は
俺
に
な
ん
の
悲
哀
も
起
こ
さ

な
い
。
（
頁
一
七
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
な
ん
の
悲
哀
も
起
こ
さ
な
い
。
」
と
は
書
い
て
い
る
が
、
藍
色
の
空
に
赤
い

ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
っ
か

ち
ぎ
れ
雲
と
い
う
風
景
は
私
に
白
秋
の
詩
を
連
想
さ
せ
る
。
「
空
に
真
赤
な
雲
の

　
　
　
は
　
　
り

い
ろ
／
破
璃
に
真
赤
な
酒
の
色
／
な
ん
で
こ
の
身
が
悲
し
か
ろ
／
空
に
真
赤
な
雲

の
い
ろ
。
」
（
那
宗
門
）
そ
し
て
「
な
ん
で
こ
の
身
が
悲
し
か
ろ
」
と
我
が
身
を
叱

る
が
如
き
、
た
し
な
め
る
が
如
き
表
現
は
、
悲
哀
感
を
噛
み
し
め
る
趣
き
で
あ

る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
本
文
の
「
な
ん
の
悲
哀
も
起
こ
さ
な
い
」
と
い
う
表
現

は
何
と
解
す
べ
き
か
、
明
白
で
あ
ろ
う
。
讐
え
を
引
い
て
み
た
い
。
手
足
を
す
り

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
っ
か
し
よ
う

む
く
と
云
っ
た
所
謂
、
擦
過
傷
は
皮
膚
の
表
面
的
痛
み
で
、
ど
ん
な
に
烈
し
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
つ
ま
く

も
そ
れ
は
浅
い
も
の
で
あ
る
。
骨
膜
に
達
す
る
よ
う
な
深
い
傷
の
場
合
、
傷
の
周

囲
の
表
皮
的
な
と
こ
ろ
は
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
の
為
に
麻
痺
し
て
す
ぐ
に
は
痛
み
を

感
じ
な
い
で
い
る
事
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
日
本
青
年
の
「
心
」
に
受
け
た
痛
手

は
ま
さ
に
後
者
の
深
い
傷
に
当
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ

に
つ
づ
く
次
の
文
章
、

　
i
も
う
、
ず
っ
と
昔
か
ら
、
彼
女
と
船
臆
で
出
会
う
前
か
ら
、
俺
に
は
彼
女

　
が
こ
の
黄
昏
に
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
理
解
し
、
知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が

　
す
る
。
（
頁
一
七
七
）

　
と
は
ど
ん
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
彼
女
と
の
出
会
い
が
運
命
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
う
風
に
解
し
た
く
思
っ
て
い
る
が
如
何
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
こ
こ
で
こ
う
し
て
貴
女
と
お
会
い
す
る
事
が
、
今
は
じ
め
て
で
は
な
く
昔
か
ら

知
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
と
或
る
青
年
が
云
っ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
並
々

　
　
　
フ
ェ
イ
タ
ル

で
な
い
運
命
的
な
愛
の
告
白
に
な
る
の
で
あ
り
、
「
源
氏
物
語
」
で
は
光
源
氏
が

　
す
く
ぜ

「
宿
世
」
の
因
縁
と
い
う
風
な
表
現
で
愛
の
告
白
を
し
て
い
る
。
こ
の
本
文
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
グ
レ
ス

並
々
な
ら
ぬ
「
つ
な
が
り
」
が
青
年
と
黒
人
の
女
の
間
に
存
す
る
事
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。

4

「
無
数
の
灯
、
無
数
の
生
」

ー
マ
ル
セ
イ
ユ
の
街
は
も
う
、
赤
や
青
の
記
田
に
夕
鶴
の
な
か
に
う
る
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
た
。
俺
が
最
後
に
み
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
無
数
の

ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

灯
、
無
数
の
生
に
ま
じ
っ
て
、
あ
の
女
も
、
ど
こ
か
に
い
る
に
違
い
な
か
っ

た
。
（
頁
一
五
六
）

　
右
の
文
中
、
「
無
数
の
灯
」
と
い
う
の
は
マ
ル
セ
イ
ユ
の
街
の
灯
な
の
で
あ
る

か
ら
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
す
ぐ
に
こ
の
「
灯
」
を
「
生
」
に
置
き
か
え
て

「
無
数
の
生
」
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
芥
川
龍
之

6



介
の
「
舞
踏
会
」
（
大
正
・
八
）
の
中
の
一
節
を
思
い
起
す
。

　
　
　
あ
き

　
一
明
子
と
海
軍
将
校
と
は
云
ひ
合
せ
た
や
う
に
話
を
や
め
て
、
庭
園
の
針
葉

　
樹
を
圧
し
て
み
る
夜
空
の
方
へ
眼
を
や
っ
た
。
其
処
に
は
丁
度
赤
と
青
と
の
花

　
　
　
　
く
　
も
　
で
　
　
　
　
　
　
は
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ

　
火
が
、
蜘
蛛
手
に
闇
を
弾
き
な
が
ら
、
将
に
消
え
よ
う
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
な
ぽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
と
ん
ど

　
明
子
に
は
何
故
か
そ
の
花
火
が
、
殆
悲
し
い
気
を
起
さ
せ
る
程
そ
れ
程
美
し
く

　
思
は
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

　
「
私
は
花
火
の
事
を
考
へ
て
る
た
の
で
す
。
我
々
の
生
の
や
う
な
花
火
の
事

　
を
。
」

感
覚
派
か
ら
学
ん
だ
よ
う
な
文
章
な
ど
か
ら
早
る
種
の
緊
張
感
が
感
じ
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
こ
も
芥
川
に
「
学
ぶ
」
と
い
う
感
じ
が
私
に
は
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

5
　
「
白
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」

①
戸
口
の
と
こ
ろ
で
彼
女
の
手
を
握
っ
た
。
そ
の
手
は
白
く
、
乾
い
て
い
る
。

　
俺
が
こ
の
国
で
握
る
最
後
の
掌
だ
っ
た
。
（
頁
一
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

　
こ
こ
は
花
火
の
火
で
は
あ
る
が
そ
れ
を
直
ち
に
「
生
」
に
置
き
か
え
て
い
る
と

こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
芥
川
に
は
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
火
花
」
に
見
ら
れ
る

「
空
中
の
火
花
」
に
対
す
る
心
情
や
、
「
戯
作
三
昧
」
の
主
人
公
馬
琴
や
「
地
獄

変
」
の
良
秀
や
果
て
は
「
奉
教
人
の
死
」
の
「
ろ
お
れ
ん
ぞ
」
の
死
に
ざ
ま
に
於

け
る
「
胱
惚
と
し
た
法
悦
」
に
浪
漫
的
憧
憬
と
も
云
え
る
心
情
が
色
濃
く
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
今
、
こ
の
「
舞
踏
会
」
の
花
火
の
個
処
に
も
同
種
の
憧
憬
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

め
ら
れ
る
。
こ
う
考
え
て
、
「
我
々
の
生
の
や
う
な
花
火
の
事
を
。
」
と
い
う
行

文
が
理
解
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
遠
藤
が
「
マ
ル
セ
イ
ユ
の
街
の

灯
」
を
「
無
数
の
生
」
と
置
き
か
え
た
心
情
の
う
ち
に
、
先
行
文
学
で
あ
る
、
芥

川
の
こ
の
心
情
か
ら
発
す
る
感
覚
的
な
表
現
が
強
く
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
私
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ

は
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
生
（
≦
①
・
仏
）
は
生
命
、
生
活
の
意
で
あ
り
、
芥
川
の

文
学
云
々
が
な
く
て
も
、
こ
こ
は
、
マ
ル
セ
イ
ユ
の
夜
の
街
の
灯
を
見
て
、
そ
の

中
に
ま
じ
っ
て
生
き
る
女
の
こ
と
を
思
ひ
や
っ
た
と
い
う
事
で
、
意
味
は
す
ら
り

と
通
ず
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
処
女
作
で
見
せ
て
い
る
漢
字
の
使
い
方
や
新

　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
手
が
白
い
と
述
べ
る
白
色
は
勿
論
膚
の
色
の
白
、
つ
ま
り
白
色
人
種
の
白
色
を

云
う
訳
で
あ
り
、
「
こ
の
国
で
握
る
」
と
い
う
こ
の
国
と
は
具
体
的
に
は
フ
ラ
ン

ス
で
は
あ
る
が
、
テ
ー
マ
か
ら
考
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
を
指
す
。
白
人
が
つ
く

り
上
げ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
、
キ
リ
ス
ト
教
が
指
導
原
理
と
な
っ
て
養
成
さ
れ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
栄
ゆ
る
国
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
の
文
意
は
そ
の
白

人
の
文
化
と
は
絶
縁
を
告
げ
る
心
情
の
籠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
②
マ
ル
セ
イ
ユ
の
街
は
も
う
、
赤
や
青
の
灯
々
に
夕
霧
の
な
か
に
う
る
ん
で
い

　
　
た
。
俺
が
最
後
に
み
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
だ
っ
た
。
（
頁
一
五
六
）

③
と
ぎ
れ
、
と
ぎ
れ
に
、
ふ
る
い
こ
と
、
巴
里
の
こ
と
…
…
な
ど
が
甦
る
が
、

　
そ
れ
を
繋
ぎ
と
め
る
力
も
な
い
。
（
も
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
た
の
だ
。
）
（

　
頁
一
五
六
）

④
1
こ
れ
で
遂
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
終
る
の
だ
。
（
面
一
五
九
）

②
③
④
で
云
う
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
る
」
「
ヨ
ー
ロ
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遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

ッ
パ
は
終
る
」
と
述
べ
ら
れ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
は
①
に
於
て
解
説
し
た
が
如

く
、
重
い
、
深
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

6

「
一
匹
の
騎
駝
の
歩
む
風
景
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
だ

一
だ
れ
も
歩
い
て
い
な
い
。
い
や
、
一
度
だ
け
、
俺
は
、
一
匹
の
騎
駝
が
主

人
も
な
く
、
荷
も
お
わ
ず
、
地
平
線
に
む
か
っ
て
ト
ボ
ト
ボ
と
歩
い
て
い
る
の

を
見
た
。
砂
漠
は
広
い
の
で
、
緑
葉
は
や
が
て
小
さ
く
な
り
、
遂
に
は
一
点
と

化
し
て
し
ま
う
ま
で
、
見
え
て
い
た
。
そ
の
風
景
は
、
俺
の
胸
を
せ
つ
な
い
ほ

ど
、
し
め
つ
け
た
。
な
ぜ
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
。
（
頁
一
七
六
）

　
こ
の
風
景
は
、
ど
う
云
う
風
景
で
あ
る
か
。
騎
駝
に
主
人
が
付
い
て
い
な
い
と

い
う
が
、
命
令
者
が
い
な
い
と
い
う
の
は
、
身
を
束
縛
す
る
も
の
が
な
い
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
な

う
こ
と
で
、
身
は
自
由
で
あ
り
、
気
楽
で
あ
る
と
も
云
え
る
が
、
一
種
の
虚
し
さ

や
淋
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
に
も
成
る
。
荷
も
お
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
砂

漠
を
歩
む
「
目
的
」
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
で
前
述
の
虚
し
さ
、
淋
し
さ
を
助
長

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
を
残
酷
に
痛
み
つ
け
る
も
の
に
、
拷
問
と
い
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ン
セ
ン
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い

が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
無
意
味
な
事
を
無
限
に
や
ら
せ
る
と
い
う
事
が
そ
の
最

た
る
も
の
で
あ
る
と
聞
く
。
例
え
ば
部
屋
の
入
口
に
立
っ
て
部
屋
内
に
向
っ
て
、

ハ
ン
カ
チ

手
巾
を
振
ら
せ
る
と
い
う
無
意
味
な
事
を
無
限
に
や
り
つ
づ
け
さ
せ
る
、
と
、
人

間
は
発
狂
す
る
、
に
至
る
と
は
心
理
学
者
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
砂
漠
の
風
景
（
そ
れ
は
現
実
離
れ
し
た
風
景
で
、
作
者
が
つ
づ
い
て
述
べ
て

い
る
如
く
一
種
の
象
徴
的
風
景
で
あ
る
が
）
の
意
味
す
る
も
の
は
、
結
論
的
に

は
、
一
種
の
地
獄
絵
的
風
景
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
何
の
地
獄
か
。
云
わ
ず
と

知
れ
た
、
そ
れ
は
淋
し
さ
、
わ
び
し
さ
の
極
、
孤
独
地
獄
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
か
。
地
平
線
と
い
う
永
遠
に
到
達
出
来
な
い
も
の
に
向
っ
て
、
た
だ
ひ
と
り

歩
み
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
。
今
「
俺
の
胸
を

せ
つ
な
い
ほ
ど
し
め
つ
け
た
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
な
ぜ
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
。
」

と
い
う
。
何
故
だ
か
明
白
に
自
覚
さ
れ
な
い
な
が
ら
、
直
感
的
に
こ
の
騎
駝
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
分
の
姿
で
あ
り
、
孤
独
地
獄
の
風
景
は
即
ち
「
わ
が
胸

の
中
の
風
景
」
で
あ
る
事
を
ア
リ
ア
リ
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　
1
歴
史
も
な
い
、
時
間
も
な
い
、
動
き
も
な
い
、
人
間
の
営
み
を
全
く
拒
ん

　
だ
無
感
動
な
砂
の
な
か
を
一
匹
の
酪
駝
が
地
平
線
に
む
か
っ
て
歩
い
て
い
る
風

　
景
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
知
ら
ぬ
が
、
俺
に
は
た
ま
ら
な
い
郷
愁
を
お
こ
さ
せ
る
。

　
俺
に
は
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
郷
愁
は
黄
い
ろ
い
肌
を
も

　
つ
た
男
の
郷
愁
な
の
で
あ
る
。
（
頁
一
七
六
）

　
前
述
の
孤
独
地
獄
の
思
い
を
更
に
深
め
た
述
べ
か
た
で
あ
る
。
「
人
間
の
営

み
」
の
総
括
的
な
意
味
は
宗
教
、
思
想
を
含
む
人
類
の
文
化
全
体
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
り
、
之
を
拒
む
「
無
感
動
な
砂
の
な
か
」
と
は
、
現
実
的
に
何
の
作
用
も

及
ぼ
さ
な
い
自
然
界
、
砂
漠
の
世
界
の
意
で
あ
ろ
う
。
「
郷
愁
」
と
は
ノ
ス
タ
ル

ジ
ア
、
即
ち
他
郷
に
あ
る
人
が
故
郷
を
な
つ
か
し
ん
で
催
す
か
な
し
み
（
広
辞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
る
さ
と

苑
）
を
云
う
の
で
あ
り
、
　
「
故
郷
」
と
は
普
通
は
、
自
分
の
生
れ
た
土
地
、
或
は

順
い
育
っ
た
土
地
を
云
う
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
文
章
で
は
ま
る
で
ノ
ス
タ
ル
ジ

ア
の
よ
う
な
気
持
を
湧
き
お
こ
す
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
の
孤
独
地
獄
の
世
界
こ

　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
ば

そ
は
わ
が
ふ
る
さ
と
、
わ
が
魂
を
憩
わ
せ
る
永
遠
の
墓
場
、
だ
と
の
意
味
で
あ
ろ
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ヘ
　
　
へ

う
。
そ
し
て
こ
の
思
い
こ
そ
は
白
人
か
ら
絶
対
的
な
、
徹
底
的
な
拒
絶
と
差
別
を

受
け
つ
づ
け
た
黄
色
の
肌
を
も
つ
男
の
郷
愁
だ
と
述
べ
る
こ
と
で
、
強
く
こ
の
作

　
　
　
　
　
つ
な

品
の
テ
ー
マ
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

四
、
「
幻
影
」
と
い
う
語
に
つ
い
て

　
こ
の
作
品
中
、
「
幻
影
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
4
箇
所
で

あ
る
。

　
①
1
「
ニ
ホ
ン
て
綺
麗
で
し
ょ
う
ね
。
あ
た
し
お
金
が
あ
っ
た
ら
印
度
や
日

　
　
本
に
旅
行
し
て
み
た
い
ナ
。
」

　
　
　
部
屋
に
ち
ら
か
っ
て
い
る
日
本
製
の
花
瓶
や
人
形
な
ど
を
い
じ
く
り
な
が

　
　
ら
、
彼
女
は
好
ん
で
フ
ジ
ヤ
マ
や
サ
ク
ラ
で
彩
ら
れ
た
国
を
想
像
し
た
。
ロ

　
　
チ
イ
を
愛
す
る
年
頃
に
は
侵
略
国
家
や
軍
国
主
義
の
日
本
は
念
頭
に
う
か
ば

　
　
ぬ
、
俺
と
し
て
も
女
の
そ
う
し
た
日
本
の
幻
影
の
上
に
逃
れ
る
方
が
安
全
で

　
　
あ
り
楽
で
も
あ
っ
た
。
卑
怯
に
も
俺
は
日
曜
な
ど
、
ギ
メ
美
術
館
に
彼
女
を

　
　
つ
れ
て
朝
鮮
や
シ
ナ
の
陶
器
や
仏
像
を
念
入
り
に
説
明
し
て
そ
の
幻
影
を
砕

　
　
く
ま
い
と
試
み
た
。

　
　
　
も
と
よ
り
時
と
し
て
こ
の
幻
影
を
崩
す
事
件
も
な
い
で
は
な
い
。
（
頁
一

　
　
五
七
）

　
右
の
三
つ
の
「
幻
影
」
の
語
の
使
用
状
態
を
み
る
と
、
国
語
辞
書
的
解
釈
か
ら

す
れ
ば
、
つ
ま
り
そ
の
本
来
的
解
釈
か
ら
ぬ
け
出
て
、
多
少
広
義
の
意
に
使
わ
れ

て
い
る
感
が
あ
る
。
即
ち
「
幻
影
」
の
語
義
は
広
辞
苑
に
は
①
ま
ぼ
ろ
し
　
②
虚

　
　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

偽
の
現
象
・
影
像
・
状
態
・
信
念
、
ま
た
は
実
現
し
得
な
い
願
望
・
理
想
な
ど
を

い
う
、
と
あ
り
、
同
じ
く
岩
波
の
国
語
辞
典
に
は
「
ま
ぼ
ろ
し
。
幻
覚
に
よ
っ
て

生
ず
る
影
像
、
心
の
中
に
描
き
出
す
姿
。
」
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
本
文
で

の
用
法
は
、
侵
略
国
家
と
か
軍
国
主
義
の
日
本
と
か
い
っ
た
現
実
の
日
本
の
姿
に

目
を
つ
ぶ
っ
た
、
フ
ジ
ヤ
マ
や
サ
ク
ラ
に
彩
ら
れ
た
甚
だ
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
空
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や

的
日
本
の
姿
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
美
化
さ
れ
た
姿
、
そ
し
て
誤
ま
れ
る
日
本

に
対
す
る
そ
の
見
解
を
指
し
て
幻
影
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
広
辞

苑
の
②
で
述
べ
ら
れ
た
意
味
に
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
次
の

　
②
1
「
あ
た
し
た
ち
に
チ
バ
を
裁
く
権
利
は
な
い
わ
。
人
間
は
み
な
同
じ

　
　
よ
。
」

　
　
…
…
「
人
種
は
み
な
同
じ
よ
。
」
女
学
生
は
イ
ラ
イ
ラ
し
て
叫
ぶ
。
　
「
黒
人

　
　
だ
っ
て
黄
人
だ
っ
て
白
人
だ
っ
て
み
な
同
じ
よ
。
」

　
　
　
そ
う
だ
。
人
種
は
み
な
同
じ
だ
。
そ
の
う
ち
女
が
俺
に
惚
れ
、
俺
が
そ
の

　
　
愛
を
拒
ま
な
か
っ
た
の
も
こ
の
、
人
種
は
み
な
同
じ
だ
と
い
う
幻
影
が
あ
っ

　
　
た
か
ら
で
あ
る
。
　
（
頁
一
五
八
）

　
の
引
用
に
於
て
、
膚
の
色
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
人
間
は
み
な
同
じ
だ
と
い
う

意
味
は
勿
論
、
基
本
的
人
権
の
立
場
に
立
つ
発
言
で
あ
り
、
基
本
的
人
間
の
価
値

は
変
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
篇
の
主
人
公
、
日
本
の
青
年
は

白
人
の
女
と
恋
愛
に
お
ち
い
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
誤
り
に
気
付
い
た
と
い
う
文
章

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
幻
影
」
の
意
味
は
専
ら
「
誤
れ
る
見
解
」
の
意
に
使
用

さ
れ
て
い
る
。
美
化
さ
れ
た
、
現
実
ば
な
れ
し
た
甘
い
、
誤
れ
る
見
解
の
意
と
い

う
事
で
①
の
場
合
と
共
通
す
る
。
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遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

　
こ
の
作
品
に
於
て
、
幻
影
の
語
の
使
用
は
こ
こ
ぎ
り
で
あ
る
が
、
翌
年
も
の
さ

れ
た
作
品
「
白
い
人
」
に
於
て
こ
の
語
は
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
。
即
ち
幻

影
な
る
語
は
、
ま
や
か
し
の
信
仰
を
意
味
し
、
人
間
悪
に
気
付
か
ぬ
軽
薄
さ
や

う
わ
べ
の
善
行
ら
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
に
消
え
ぬ
瘍
を
持
っ
た
本
篇
主

人
公
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
世
の
あ
ら
ゆ
る
殉
教
者
の
心
の
中
に
は
英
雄
主
義
へ
の

憧
れ
や
自
己
犠
牲
の
陶
酔
が
見
ら
れ
る
。
彼
は
こ
の
虚
偽
や
ま
や
か
し
が
許
せ
な

い
の
で
あ
る
。
彼
の
加
虐
行
為
は
こ
の
幻
影
に
向
っ
て
な
さ
れ
る
。
彼
が
踏
み
つ

け
、
撲
り
、
呪
い
、
そ
し
て
復
讐
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
幻
影
を
抱
い
て
生

れ
、
幻
影
を
抱
い
て
死
ぬ
人
間
に
対
し
て
で
あ
る
。
実
に
「
白
い
人
」
の
テ
ー
マ

は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
遂
に
「
幻
影
」
に
対
す
る
復
讐
物
語
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　
く

も
呼
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
人
聞
に
根
深
く
巣
喰
う
こ
の
幻
影
、
こ
の
虚
偽
な

　
　
　
　
て
っ
け
つ

る
も
の
を
別
臭
し
、
真
実
の
「
神
」
を
仰
ご
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
テ

ー
マ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
遠
藤
の
初
期
の
作
品
に
於
け
る
「
幻
影
」
の
語
の
使
用

は
重
要
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
遠
藤
文
学
の
特
質
に
そ
れ
は
つ
な
が
る
か
ら

で
あ
る
。
影
を
描
い
て
光
を
暗
示
す
る
。
人
間
罪
悪
を
描
い
て
神
を
思
わ
せ
る
と

い
う
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
手
法
に
発
す
る
か
ら
で
あ
る
。
　
「
ア
デ
ン
ま
で
」
に
於
け

る
「
幻
影
」
の
語
の
使
用
法
は
そ
れ
を
蝉
吟
の
形
で
私
達
に
見
せ
て
い
る
。
因
み

に
②
の
引
用
文
中
の
「
チ
バ
」
の
語
は
こ
こ
一
箇
所
き
り
で
、
何
か
、
人
名
だ
ろ

う
と
は
思
い
な
が
ら
意
味
不
分
明
で
あ
る
が
、
次
の
作
品
「
白
い
人
」
で
は
「
千

葉
」
と
い
う
日
本
人
の
名
が
一
箇
所
だ
け
出
て
来
る
の
で
、
こ
の
「
チ
バ
」
は
多

分
「
千
葉
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
不
親
切
な
使
用
振
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。

五
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ロ
リ
ロ

　
テ
ー
マ
を
考
え
る
に
当
っ
て
最
も
常
識
的
に
、
こ
の
物
語
の
筋
を
整
理
し

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
部
分
に
分
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。　

1
　
俺
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
去
る
時
、
愛
人
の
フ
ラ
ン
ス
女
が
見
送
り
に
来
た
。

　
　
港
を
前
に
し
た
旅
館
の
戸
口
の
と
こ
ろ
で
握
手
し
て
別
れ
る
。
船
は
三
、
四

　
　
千
ト
ン
の
老
朽
貨
物
船
で
、
与
え
ら
れ
た
四
等
船
室
は
定
石
で
あ
っ
て
、
同

　
　
室
蘭
は
病
人
ら
し
い
黒
人
の
女
一
人
で
あ
る
1
巴
里
の
こ
と
が
回
想
さ
れ

　
　
る
。

　
e
　
巴
里
の
こ
と
、
別
れ
た
女
の
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ
。
パ
リ
で
下
宿
し
た
隣

　
　
室
の
女
で
あ
っ
た
が
、
最
初
の
接
吻
の
時
俺
は
思
わ
ず
「
い
い
の
か
、
本
当

　
　
に
俺
で
い
い
の
か
」
と
叫
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
膚
の
色
の
違
い
か
ら
来
る

　
　
劣
等
感
が
深
々
と
ひ
そ
ん
で
い
る
事
を
直
感
す
る
。

　
2
　
マ
ク
ロ
ニ
シ
島
が
水
平
線
の
む
こ
う
に
影
を
消
し
て
ゆ
く
。
俺
は
先
程
の

　
　
ギ
リ
シ
ャ
の
島
の
峰
々
に
僅
か
に
残
っ
て
い
た
白
い
雪
を
覚
え
て
い
る
。

　
口
　
あ
の
日
も
雪
が
降
っ
て
い
た
。
二
人
は
リ
ヨ
ン
に
来
た
。
ホ
テ
ル
の
夜
、

　
　
鏡
に
映
っ
た
二
人
の
裸
体
の
色
の
不
調
和
さ
か
ら
、
俺
は
い
い
よ
う
の
な
い

　
　
劣
等
感
を
覚
え
た
。
女
の
白
い
肉
体
の
輝
き
に
対
し
て
、
黄
色
の
俺
は
ま
さ

　
　
に
醜
悪
だ
っ
た
。
1
劣
等
感
が
決
定
的
な
も
の
と
し
て
更
に
深
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
ネ
グ
レ
ス

　
3
　
出
発
以
来
黒
人
女
は
、
あ
お
む
け
に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
俺
は
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
に
く

　
　
の
前
の
黒
い
肌
の
色
を
醜
い
と
思
う
。
　
そ
し
て
黄
濁
し
た
色
は
さ
ら
に
憐
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れ
だ
と
感
じ
る
。

日
　
雪
の
夜
の
翌
日
。
偶
然
女
の
友
人
達
に
逢
う
。
　
「
愛
だ
け
で
は
充
分
で
は

　
な
い
」
　
「
愛
や
理
屈
や
主
義
だ
け
で
は
、
肌
と
肌
の
色
の
違
い
は
消
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
ん
び
ん

　
は
出
来
な
い
。
」
俺
は
一
人
の
青
年
の
俺
に
対
す
る
憐
欄
と
同
情
と
に
対
し

　
陰
険
な
憎
悪
と
怒
り
に
か
ら
れ
た
。

4
　
夕
暮
に
な
っ
て
、
や
っ
と
白
人
の
船
医
が
看
護
婦
が
わ
り
の
中
年
の
修
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
グ
　
レ
ス

　
女
を
連
れ
て
船
鰭
に
来
た
。
素
直
に
診
察
さ
せ
な
い
黒
人
女
を
医
者
は
撲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
う
た
ん

　
る
。
女
は
罰
を
受
け
た
家
畜
さ
な
が
ら
に
お
と
な
し
く
な
る
。
女
は
黄
胆
ら

　
し
い
。
二
人
は
去
る
。
女
は
つ
ぶ
や
く
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
。
黒
人
は
み

　
な
、
こ
の
ま
ま
で
い
い
だ
。

四
　
一
昨
々
年
、
ま
だ
女
と
会
わ
な
か
っ
た
頃
、
友
人
と
淫
売
窟
に
行
っ
た
事

　
が
あ
る
。
黒
人
の
淫
売
婦
が
白
人
の
淫
売
婦
か
ら
報
酬
を
四
分
ノ
一
し
か
分

　
け
て
貰
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
自
ら
、
あ
き
ら
め
き
っ
た
調
子
で
、
　
「
黒
人

　
だ
も
ん
」
と
答
え
た
。
あ
の
女
た
ち
に
と
っ
て
皮
膚
が
黒
い
と
い
う
の
は
単

　
に
黒
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
黒
は
実
に
「
罪
の
色
」
な
の
だ
と
俺
は
思

　
う
。

　
　
リ
ヨ
ン
か
ら
巴
里
に
帰
っ
て
、
性
の
悦
楽
に
う
た
れ
て
女
は
叫
ぶ
「
貴
女

　
は
私
の
為
れ
い
よ
。
帰
れ
い
に
な
っ
て
」
と
、
そ
の
無
熱
の
感
覚
の
中
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ず

　
或
る
快
感
が
一
決
し
て
日
本
の
女
と
は
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
1
痺
い

　
た
。
そ
れ
は
単
な
る
マ
ゾ
シ
ス
ム
の
被
虐
の
快
感
で
は
な
い
、
お
そ
ら
く
、

　
そ
の
背
後
に
は
白
色
の
前
に
黄
色
い
自
分
を
侮
辱
し
よ
う
と
す
る
自
虐
感
、

　
そ
の
悦
び
が
ひ
そ
ん
で
い
る
事
を
感
じ
た
。

5
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
て
俺
は
、
素
直
に
し
た
が
わ
ぬ
黒
人
の
女
を
、
白

　
　
　
　
　
遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
グ
　
レ
ス

人
の
医
者
が
し
た
如
く
撲
つ
。
夜
に
な
っ
て
黒
人
女
は
隔
離
室
に
入
れ
ら
れ

る
。
朝
方
、
船
は
ス
エ
ズ
運
河
に
這
入
り
、
俺
は
こ
の
手
記
を
書
く
。
運
河

を
は
さ
ん
で
茶
褐
色
の
砂
漠
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
。
そ
こ
で
一
度
だ
け
見

た
一
匹
の
騎
駝
の
姿
は
俺
の
胸
を
し
め
つ
け
る
。
一
歴
史
も
な
い
、
時
間

も
な
い
、
動
き
も
な
い
、
人
間
の
営
み
を
全
く
拒
ん
だ
無
感
動
な
砂
の
な
か

を
一
匹
の
騎
駝
が
地
平
線
に
む
か
っ
て
歩
い
て
い
る
風
景
、
そ
れ
が
た
ま
ら

ぬ
郷
愁
を
お
こ
さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
の
郷
愁
は
黄
い
ろ
い
肌
を
も
っ
た
男
の

郷
愁
な
の
だ
と
痛
感
す
る
。

　
黒
人
女
は
死
ん
で
、
邪
魔
な
荷
物
で
も
棄
て
ら
れ
る
が
如
く
「
水
葬
」
さ

れ
る
。
こ
の
無
感
動
な
無
表
情
な
海
に
葬
ら
れ
る
。
白
人
達
の
祈
祷
は
今
や

　
　
　
　
　
ナ
ン
セ
ン
ス
　
　
　
お
と

俺
の
耳
に
は
無
意
味
な
音
と
し
か
聞
え
な
い
。
た
だ
知
っ
て
い
る
の
は
、
黒

人
の
女
は
、
い
ま
は
、
も
う
そ
れ
ら
白
人
の
白
い
世
界
と
は
無
縁
の
も
の
で

あ
り
、
死
の
後
に
も
裁
き
も
悦
び
も
、
苦
し
み
も
な
い
こ
の
大
い
な
る
砂
漠

と
海
と
の
一
点
と
な
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
右
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
要
約
で
あ
る
。
個
条
書
き
に
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
1

、
2
、
3
、
4
、
5
、
は
老
朽
貨
物
船
上
で
の
現
在
の
物
語
で
あ
り
、
e
、
口
、

日
、
四
、
は
そ
の
物
語
進
行
中
に
さ
し
は
さ
ま
れ
た
回
想
の
部
分
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
回
想
部
分
が
密
着
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
一
つ
の
物
語
を
構
成
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
特
色
の
あ
る
点
で
あ
る
が
、
　
（
そ
の
事
に
つ
い
て
は
前
稿
で
詳
し
く
述
べ

た
の
で
今
は
省
略
さ
せ
て
戴
く
）
通
覧
し
て
、
こ
の
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
ひ
ど

く
簡
単
で
あ
る
。
即
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
去
ろ
う
と
し
て
、
巴
里
で
知
り
合
っ
た

愛
人
の
フ
ラ
ン
ス
女
に
見
送
ら
れ
て
、
ひ
ど
く
老
朽
し
た
ア
デ
ン
行
き
の
貨
物
船
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遠
藤
周
作
「
ア
デ
ン
ま
で
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
グ
　
レ
ス

に
乗
り
込
ん
だ
日
本
の
一
人
の
青
年
が
、
船
室
で
一
緒
に
な
っ
た
病
気
の
黒
人
女

を
見
て
、
肌
の
色
の
違
い
と
い
う
こ
と
か
ら
白
色
人
種
に
対
す
る
有
色
人
種
の
絶

望
的
な
劣
等
感
に
お
ち
込
む
、
愛
人
の
女
に
か
ら
ま
る
肌
の
色
の
違
い
を
中
心
と

し
た
回
想
が
そ
れ
に
重
ね
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
劣
等
感
か
ら
次
第
に
自
虐
感
へ

と
進
行
し
遂
に
は
脱
け
出
し
難
き
孤
独
感
に
陥
ち
込
む
。
砂
漠
を
行
く
一
匹
の
騎

駝
と
い
う
、
孤
独
地
獄
の
風
景
も
、
こ
れ
ぞ
我
が
姿
、
我
を
葬
む
る
に
似
つ
か
わ

し
い
墳
墓
だ
と
、
こ
れ
に
郷
愁
す
ら
感
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
間
も
な
く
黒
人

の
女
は
、
白
人
達
の
手
に
よ
っ
て
、
ま
る
で
一
個
の
品
物
の
如
く
、
無
雑
作
に
海

に
棄
て
ら
れ
る
。
こ
の
時
白
人
達
の
祈
祷
は
、
殆
ん
ど
意
味
の
な
い
音
と
し
か
俺

の
耳
に
聞
え
て
来
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
テ
ほ
マ

　
一
編
の
主
題
は
ひ
ど
く
大
き
な
問
題
を
ふ
く
み
、
途
方
も
な
い
独
断
が
な
さ
れ

る
。
即
ち
、
人
間
の
肌
の
色
は
決
定
的
で
白
色
人
種
は
美
し
く
、
立
派
で
正
し

く
、
黒
人
種
は
み
に
く
く
汚
な
く
劣
等
邪
悪
で
あ
り
、
中
間
色
の
黄
色
人
種
は
弾

く
、
み
じ
め
で
、
こ
の
劣
等
感
か
ら
永
遠
に
脱
し
切
れ
な
い
。
そ
し
て
白
人
文
化

の
最
高
、
そ
の
指
導
精
神
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
の
イ
エ
ス
の
愛
も
、
黒
色
人

や
黄
色
人
種
に
と
っ
て
は
無
縁
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
云
う
問
い
が
提
出
さ

れ
て
い
る
、
と
私
に
は
思
え
る
。

　
影
を
描
い
て
光
を
憧
憬
す
る
と
い
う
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
手
法
を
こ
こ
に
想
起
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

て
戴
き
た
い
。
そ
し
て
肌
の
色
の
違
い
か
ら
来
る
劣
等
感
に
陥
ち
込
む
青
年
の
姿

は
、
絶
望
的
人
生
の
設
定
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
黒
は
罪
の
色
で
あ
る
」
と
い
う
断

定
も
こ
れ
は
決
し
て
所
謂
人
種
問
題
に
関
し
て
の
思
想
や
発
言
で
は
な
い
。
黒
は

罪
の
色
、
黄
色
は
悲
哀
の
色
、
と
い
う
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
絶
望
感
に
沈
ま
ざ
る
を

得
な
い
一
黄
色
人
種
の
青
年
の
姿
を
描
き
、
そ
の
孤
独
地
獄
の
絶
望
的
人
生
的
感

覚
を
叙
す
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
そ
し
て
勿
論
、
そ
の
中
か
ら
強
烈
に
救
済
へ
の

希
求
が
生
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
事
情
を
暗
示
す
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
よ
、
こ

れ
で
い
い
の
か
。
イ
エ
ス
の
愛
が
絶
望
に
う
ち
ひ
し
が
れ
た
こ
の
日
本
の
青
年
や

ネ
グ
レ
ス
と
無
縁
で
あ
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
叫
び
が
こ
こ
に
生
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ロ
マ

　
こ
れ
が
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
に
学
ぶ
遠
藤
の
手
法
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
題
も
又

こ
こ
に
存
す
る
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
り
、
こ
の
作
品
を
カ
ソ
リ
ッ
ク
作

家
の
作
品
と
す
る
根
拠
も
又
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
唯
、
日
本
人
や
日
本
的
風
土
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
ぬ
本
質
的
何
‘

も
の
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
に
関
し
て
は
後
年
の
大
作
「
沈
黙
」

や
最
近
作
「
侍
」
に
は
正
面
切
っ
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
「
ア
デ
ン
ま

で
」
で
は
ま
だ
そ
の
繭
芽
が
認
め
ら
れ
る
と
言
う
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
事
は
、
前
述
し
た
「
幻
影
の
語
の
使
用
法
」
の
場
合
と
同
じ
く
凡
て
が
廟
芽
の

状
態
で
存
す
る
こ
と
が
処
女
作
の
持
つ
必
然
的
特
色
と
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
・
5
6
・
9
・
2
0
・
本
学
教
授
・
国
文
学
）
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