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一
　
澁
澤
龍
彥
と
「
撲
滅
の
賦
」

　
澁
澤
龍
彥
は
文
学
史
上
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
岐
に
わ
た
る
存
在
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
評
論
家
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
、
翻
訳
家
、
そ
の
ほ
か
に
も

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
や
錬
金
術
、
黒
魔
術
の
研
究
な
ど
、
そ
の
著
作
に
は
現
代

の
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ャ
を
先
駆
け
た
論
考
も
散
見
さ
れ
る
。
社
会
的
に
は
い
わ
ゆ

る
サ
ド
裁
判
で
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
研
究
者
と
し
て
認
知
さ
れ
、
晩
年
に
は
文

学
賞
の
受
賞
（
（
（

な
ど
、
幻
想
文
学
の
小
説
家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。

　
澁
澤
は
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
八
月
、
翻
訳
者
と
し
て
文
壇
に
登
場
（
（
（

す
る
が
、
そ
の
前
後
か
ら
小
説
作
品
を
創
作
し
て
お
り
、
単
行
本
を
刊
行
す
る

な
ど
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
迄
は
連
続
し
て
小
説
を
発
表
し
て
い
る
（
（
（

。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
約
十
七
年
に
渡
り
小
説
の
筆
を
断
ち
、
昭
和
五
十
四
年

（
一
九
七
九
）
に
『
唐
草
物
語
』
の
連
載
を
開
始
す
る
（
4
（

迄
小
説
作
品
を
発
表
し

て
い
な
い
。
前
述
し
た
幻
想
文
学
の
旗
手
と
し
て
の
澁
澤
龍
彥
と
は
断
筆
後
の

小
説
群
を
指
し
た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
延
長
と
し
て
初
期
の
小
説
群
を
解
釈
す

る
論
考
が
大
多
数
を
占
め
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
断
筆
か
ら
の
再
挑
戦
の
契
機
は
小
説
家
で
あ
り
友
人
で
も
あ
っ
た
中
井

英
夫
と
の
交
流
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
生
前
、
澁
澤
は
夫
人
に
「
小
説
と

は
文
章
（style

）
で
あ
る
。」
と
語
っ
て
お
り
（
（
（

、「
誰
も
書
い
た
こ
と
の
無
い

style

へ
の
昇
華
」
を
目
指
し
、
再
び
小
説
を
描
き
始
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
「style

」
の
問
題
は
澁
澤
研
究
に
お
い
て
長
年
重
要
視
さ
れ
て
お
り
、

様
々
な
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
考
で
は
そ
れ
と
は
別
の
観
点
で
彼

の
初
期
小
説
作
品
群
を
捉
え
る
た
め
に
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
の
内
部
に
お
け
る

物
語
像
に
光
を
当
て
る
。

　「
撲
滅
の
賦
」
は
澁
澤
龍
彥
の
処
女
小
説
で
あ
る
（
（
（

。
本
小
説
は
昭
和
三
十
年

（
一
九
五
五
）
七
月
、
澁
澤
の
主
催
す
る
同
人
誌
『
ジ
ャ
ン
ル
』
創
刊
号
に
掲

載
さ
れ
た
。
初
出
誌
の
刊
行
に
至
る
ま
で
に
つ
い
て
は
澁
澤
の
死
後
刊
行
さ
れ

た
全
集
（
7
（

に
詳
し
く
、
同
誌
は
一
号
だ
け
刊
行
さ
れ
た
同
人
誌
で
そ
の
編
集
後
記

に
澁
澤
は
次
の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
往
々
苦
役
で
あ
る
こ
の
文
字
を
書
く
と
い
う
作
業
を
、

一
切
の
資
本
主
義
的
商
業
主
義
的
迎
合
的
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
た
次
元
に

お
い
て
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
こ
の
雑
誌
は
何
と

楽
し
い
、
そ
し
て
大
事
な
、
わ
れ
わ
れ
の
宝
と
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
と
こ
う
思
っ
た
次
第
で
あ
る
（
（
（

。

澁
澤
龍
彥
「
撲
滅
の
賦
」
論

井

上

　

崇
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こ
の
頃
の
澁
澤
に
つ
い
て
巖
谷
國
士
は
「
若
き
ダ
ン
デ
ィ
ー
と
し
て
モ
ダ
ニ

ス
ト
と
し
て
出
発
し
た
ひ
と
り
の
翻
訳
家
が
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ト
に
変
貌
し
て
い
っ
た
」
と
評
し
て
い
る
（
（
（

。
し
か
し
、
小
説
「
撲
滅
の
賦
」

は
そ
の
発
表
か
ら
約
三
十
年
を
経
た
澁
澤
の
死
後
に
雑
誌
へ
の
再
掲
載
を
経
て

よ
う
や
く
初
刊
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
（（
（

。
こ
れ
に
つ
い

て
澁
澤
は
「
俺
が
死
ん
だ
ら
、
き
っ
と
誰
か
が
俺
の
作
品
を
二
つ
見
つ
け
出
し

て
、
本
に
す
る
よ
。」
と
生
前
、
夫
人
に
語
っ
て
い
た
と
い
う
（
（（
（

。

　
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
四
月
に
は
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
で
開
催
さ

れ
た
『
生
誕
八
〇
年
澁
澤
龍
彥
回
顧
展
こ
こ
ち
よ
い
サ
ロ
ン
』
で
「
撲
滅
の

賦
」
の
草
稿
が
初
め
て
公
開
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
草
稿
時
の
小
説
名
は
「
金

魚
幻
想
」
で
あ
り
、「
宇
宙
は
金
魚
鉢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
イ
ク
ト
ゥ

ス
・
タ
ッ
ツ
ォ
」
と
い
う
一
節
が
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
挿
入
さ
れ
て
い
た
形
跡

が
確
認
で
き
る
（
（（
（

。

　
本
小
説
の
最
初
期
の
研
究
と
し
て
は
巖
谷
國
士
の
「
澁
澤
龍
彥
の
『
出
発
』」（（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
同
論
考
は
伝
記
的
側
面
が
強
い
も
の
の
澁
澤
の
初
期
小
説
作

品
群
の
方
向
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、「
撲
滅
の
賦
」
に
つ
い
て
は
「
古

今
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
典
拠
を
も
っ
て
い
る
」
小
説
で
あ
り
、
そ
の
細
部
に

は
「
か
な
り
複
雑
な
寓
意
」
が
施
さ
れ
て
い
る
と
し
な
が
ら
、
暗
示
的
な
物
語

の
結
末
部
に
つ
い
て
「
な
に
か
「
出
発
」
が
予
告
さ
れ
て
い
る
」
小
説
家
・
澁

澤
龍
彥
の
出
発
点
と
し
て
の
作
品
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
巌
谷
國
士
の
研

究
を
引
き
継
い
だ
澁
澤
死
後
の
研
究
と
し
て
吉
崎
裕
子
の
「
渋
澤
龍
彦
論

（
Ⅰ
）
─
初
期
小
説
に
お
け
る
「
空
虚
」
の
問
題
を
中
心
に
─
」（（（
（

が
挙
げ
ら
れ

る
。
吉
崎
論
で
は
巖
谷
國
士
の
言
及
す
る
原
拠
の
問
題
を
出
発
点
と
し
、
そ
れ

が
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
い
て
如
何
に
変
化
し
た
か
を
読
み
な
が
ら
、
澁
澤
が
自

己
の
気
質
と
し
て
明
言
し
て
い
た
「
オ
ブ
ジ
ェ
偏
愛
」
の
意
識
と
澁
澤
の
小
説

で
オ
ブ
ジ
ェ
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
「
空
虚
」
の
問
題
を
初
期
小

説
群
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。

　
初
期
に
お
い
て
は
作
家
論
的
傾
向
が
主
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
作
品
論
的

な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
安
西
晋
二
「
澁
澤
龍
彥
『
撲
滅
の
賦
』
論
─
見

る
／
見
ら
れ
る
と
い
う
自
意
識
─
」（（（
（

、
大
塚
祐
未
「『
無
記
名
の
存
在
』
を
め

ぐ
っ
て
─
澁
澤
龍
彥
『
撲
滅
の
賦
』
論
─
」（（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
安
西
論
は
物
語

中
で
の
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」
と
い
う
関
係
と
「
目
」
と
「
眼
」
と
い
う
表
記

の
相
違
に
注
目
し
、
そ
の
眼
差
し
は
肥
大
化
す
る
「
私
」
の
自
意
識
が
創
り
出

し
た
も
の
で
「
撲
滅
の
賦
」
と
は
「
肥
大
化
す
る
自
意
識
を
〈
私
〉
自
身
が
見

つ
め
て
い
く
物
語
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
大
塚
論
で
は
、
語

り
手
で
あ
る
「
私
」
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
注
目
し
な
が
ら
、
小
説
に

描
か
れ
る
「
語
る
側
の
私
」
と
「
語
ら
れ
る
側
の
私
」
の
相
違
に
注
目
す
る
と

と
も
に
、『
エ
チ
カ
』
か
ら
「
私
」
の
嫉
妬
を
考
察
し
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」

が
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
無
限
に
失
格
」
し
た
「
無
記
名
の
存
在
」
で
あ
る
こ

と
を
受
容
出
来
ず
、「
い
つ
ま
で
も
美
奈
子
と
一
体
に
な
れ
な
い
「
私
」
の
寓

意
」
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
物
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
以
上
が
先
行
研
究
の
大
ま
か
な
流
れ
（
（（
（

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
共
通
点

と
し
て
小
説
の
原
拠
の
問
題
を
考
察
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。

　「
撲
滅
の
賦
」
の
原
拠
に
つ
い
て
は
埴
谷
雄
高
の
小
説
「
意
識
」（（（
（

の
存
在
が

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
小
説
中
の
主
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
金
魚
鉢
の
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金
魚
」
に
つ
い
て
も
「
埴
谷
の
「
意
識
」
に
登
場
す
る
そ
れ
を
換
骨
奪
胎
し
た

も
の
で
あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
「
意
識
」
と
「
撲
滅
の
賦
」
と
の

類
似
性
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
に
詳
し
い
た
め
割
愛
す
る
が
、
巖
谷
國
士
の
指

摘
す
る
澁
澤
の
評
論
「
金
魚
鉢
の
な
か
の
金
魚

─
埴
谷
雄
高
に
つ
い
て
」（（（
（

を

見
る
限
り
、
確
か
に
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
に
は
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
へ
の
オ

マ
ー
ジ
ュ
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
澁
澤
龍
彥
の
小
説
に
他
作
品
が
内
在
す
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
に
お
い
て
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
処
女
小
説
で
あ
る
「
撲
滅
の
賦
」
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
パ
ロ
デ
ィ
や
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
と
い
っ
た
行
為
こ
そ

が
「
澁
澤
龍
彥
」
と
い
う
作
家
像
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
も
の
で
あ

る
。

二
　
タ
イ
ト
ル
と
原
拠
に
つ
い
て

　「
撲
滅
の
賦
」
を
読
む
前
に
こ
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
し
た
い
。
物
語

は
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
が
「
私
」
と
「
美
奈
子
」
と
金
魚
の
奇
妙
な
三
角
関

係
か
ら
金
魚
に
嫉
妬
し
、「
撲
滅
」
す
る
ま
で
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
タ
イ

ト
ル
は
こ
の
物
語
自
体
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
巖
谷
國
士
は
「
不
可

思
議
な
物
語
」
と
評
し
て
お
り
、
そ
の
物
語
の
流
れ
に
は
荒
唐
無
稽
な
シ
ュ
ル

レ
ア
リ
ス
ム
の
意
識
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
「
賦
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。「
賦
」
と
は
『
大

漢
和
辭
典
』
に
よ
れ
ば
「
詩
の
六
義
の
一
。
心
に
感
じ
た
こ
と
を
事
實
の
ま
ま

詠
じ
た
も
の
。」
で
あ
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
も
「「
詩
経
」
の
六
義
（
り

く
ぎ
）
の
一
つ
で
、
比
・
興
と
と
も
に
、
表
現
上
の
方
法
の
分
類
を
示
す
も
の
。

事
実
や
風
景
な
ど
を
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
た
も
の
。
心
に
感
じ
た
ま
ま
を
述
べ

た
も
の
。」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
物
語
自
体
が
本
質
の
み
を
描
い

た
「
詩
」
を
模
し
た
小
説
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　「
撲
滅
の
賦
」
は
主
人
公
の
「
私
」
が
金
魚
の
撲
滅
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を

「
私
」
が
語
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
物
語
は
「
雨
上
が
り
の
初
夏
の
あ
る
日
」、

熱
帯
魚
の
硝
子
鉢
が
象
徴
的
な
室
内
か
ら
始
ま
る
。「
私
」
が
「
美
奈
子
」
と

い
う
女
性
と
「
ほ
し
い
ま
ま
な
情
事
」
を
繰
り
広
げ
て
い
る
と
窓
か
ら
差
し
込

む
「
雨
上
が
り
の
初
夏
の
弱
い
日
差
し
」
を
受
け
た
「
金
魚
鉢
」
が
「
一
つ
の

大
き
な
白
々
し
い
眼
」
と
な
っ
て
「
私
た
ち
を
睨
む
よ
う
な
仕
儀
」
に
な
る
の

だ
っ
た
。
二
人
は
こ
の
視
線
に
、
お
び
え
た
り
、
気
勢
を
削
が
れ
た
り
、
大
胆

に
も
な
っ
た
り
す
る
も
の
の
「
情
事
」
が
終
わ
る
と
そ
の
視
線
は
消
滅
し
て
し

ま
う
。

　
そ
し
て
「
今
日
」、「
私
」
が
「
美
奈
子
」
を
訪
ね
る
と
彼
女
は
部
屋
の
中
心

で
公
募
展
に
応
募
す
る
絵
画
を
制
作
し
て
い
た
。
そ
の
描
か
れ
る
対
象
で
あ
る

金
魚
と
描
く
「
美
奈
子
」
の
立
場
が
逆
転
す
る
状
況
に
「
私
」
は
「
こ
れ
は
ふ

し
ぎ
！
何
た
る
主
客
転
倒
の
妙
！
」
と
驚
愕
す
る
。「
美
奈
子
」
に
「
何
故
金

魚
に
は
目
蓋
が
な
い
の
か
」
と
問
わ
れ
、「
私
」
は
う
ま
く
答
え
ら
な
い
。「
美

奈
子
」
に
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
愛
称
で
呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
魚
に

「
劣
等
感
」
や
「
畏
敬
の
念
」
を
抱
い
て
い
た
「
私
」
は
金
魚
に
畏
怖
し
な
が

ら
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
に
「
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
」
を
発
見
す
る
。

　「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
制
作
の
「
間
接
的
モ
デ
ル
、
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
」

で
あ
っ
た
頃
に
想
い
を
馳
せ
る
が
、
彼
女
の
「
金
魚
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
お
魚
に

似
て
る
…
…
」
と
い
う
唐
突
な
言
葉
に
「
不
貞
、
金
魚
と
の
密
通
」
を
感
じ
た
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「
私
」
は
不
安
を
覚
え
、
自
身
を
「
コ
キ
ュ
」
に
な
ぞ
ら
え
て
金
魚
を
嫉
妬
す

る
に
至
る
。「
美
奈
子
」
の
「
お
魚
さ
ん
」
か
ら
「
失
格
」
し
た
「
私
」
は
自

分
を
「
あ
わ
れ
な
無
記
名
の
存
在
」
で
あ
る
と
嘆
き
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」

は
こ
れ
が
こ
の
物
語
の
「
発
端
」
で
あ
る
と
語
る
。

　「
私
」
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
か
ら
「
ひ
と
は
五
糎
ば
か
り
の
一
匹
の

魚
を
恋
仇
と
し
て
憎
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
か
」
と
金
魚
へ
の
嫉
妬
の
正
し
さ

を
問
う
が
解
答
は
出
ず
、
北
欧
神
話
の
時
間
を
司
る
大
樹
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ

ル
」
の
根
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
に
「
恋
と
か
嫉
妬
と
か
い
う
人
間
臭
に
ま
み
れ

た
感
情
」
か
ら
の
脱
却
を
夢
想
す
る
。
一
週
間
後
、「
私
」
は
「
イ
グ
ド
ラ

ジ
ィ
ル
」
を
探
す
た
め
「
美
奈
子
」
を
裏
の
雑
木
林
に
誘
う
が
、
樹
は
見
付
か

ら
ず
、「
美
奈
子
」
に
は
「
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
」
と
一
蹴
さ
れ
る
。
嫉
妬

の
「
放
射
」（
消
滅
）
に
失
敗
し
た
「
私
」
は
自
分
が
や
は
り
「
美
奈
子
」
の

「
お
魚
さ
ん
」
で
は
な
い
こ
と
に
絶
望
し
、「
せ
め
て
も
の
思
い
」
で
彼
女
の
唇

を
求
め
る
が
、
拒
否
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
そ
ん
な
現
状
に
「
私
」
は
「
因
果
の
方
程
式
」
を
用
い
て
金
魚
の
抹
殺
を
決

意
し
、
そ
の
方
程
式
の
解
と
し
て
ザ
リ
ガ
ニ
に
よ
る
金
魚
の
撲
滅
を
画
策
す
る
。

「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
子
分
株
で
あ
る
子
ど
も
の
「
タ
ッ
ち
ゃ
ん
」
に
ジ
ャ

イ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
交
換
に
ザ
リ
ガ
ニ
の
捕
獲
を
依
頼
す
る
。

　
そ
の
晩
、「
私
」
は
夢
を
観
る
。
そ
れ
は
誰
か
判
然
と
し
な
い
女
と
巨
大
な

箒
を
突
っ
立
て
た
よ
う
な
大
樹
の
下
で
「
尻
切
れ
ト
ン
ボ
」
を
観
る
夢
で
あ
っ

た
。
更
に
夢
は
暗
転
し
、「
私
」
は
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
発
見
す
る
。
一

緒
に
い
た
女
と
「
可
笑
し
な
歌
」
を
合
唱
し
て
い
る
と
、
こ
の
樹
は
本
当
は
ポ

プ
ラ
で
は
な
い
の
か
と
「
知
覚
」
し
た
途
端
、
夢
は
醒
め
て
し
ま
う
。

　
全
て
の
準
備
が
整
っ
た
「
私
」
は
ア
ト
リ
エ
で
金
魚
鉢
の
中
に
ザ
リ
ガ
ニ
を

放
ち
、「
私
」
の
撲
滅
は
達
成
さ
れ
る
。
金
魚
が
見
る
も
無
残
な
姿
に
な
る
と

「
美
奈
子
」
は
得
心
し
た
よ
う
に
明
る
い
泣
き
声
を
あ
げ
て
「
私
」
の
胸
の
中

へ
と
倒
れ
、
金
魚
の
撲
滅
に
よ
り
「
不
安
の
正
体
」
が
「
白
日
の
も
と
に
あ
ば

か
れ
」
た
こ
と
に
安
心
し
た
「
私
」
は
「
美
奈
子
」
を
ベ
ッ
ド
へ
と
連
れ
て
行

く
。「
美
奈
子
」
の
「
あ
た
し
の
金
魚
。
あ
た
し
の
お
魚
…
…
」
と
い
う
言
葉

に
「
た
ま
ゆ
ら
の
、
愛
の
告
白
」
を
感
じ
な
が
ら
「
私
」
は
「
ほ
し
い
ま
ま
な

情
事
」
を
展
開
す
る
。
主
の
い
な
い
「
金
魚
鉢
」
は
藻
脱
け
の
殻
で
し
か
な

か
っ
た
。

　
し
か
し
、
金
魚
の
撲
滅
か
ら
一
週
間
ほ
ど
過
ぎ
る
と
主
の
い
な
い
「
金
魚

鉢
」
そ
の
も
の
が
空
虚
を
充
実
せ
し
め
た
不
気
味
な
眼
と
な
っ
て
睨
み
始
め
た

と
「
私
」
は
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
語
り
手
の
「
私
」
は
こ
の
「
金
魚
鉢
」
を

割
る
こ
と
で
し
か
こ
の
偏
在
す
る
眼
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
な
が
ら
「
実
は
こ
の
お
話
は
此
処
か
ら
始
ま
っ
て
も
よ
い
わ
け
な
の
で
す
が
、

ど
う
や
ら
幾
ら
書
い
て
も
切
り
が
な
さ
そ
う
な
の
で
」
と
語
り
な
が
ら
筆
を
擱

く
。

　
原
題
が
「
金
魚
幻
想
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
こ
の
小
説
に
お
い
て
金
魚
は
重
要

な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
先
述
し
た
が
こ
の
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
と
い
う

モ
チ
ー
フ
は
埴
谷
雄
高
の
「
意
識
」
と
酷
似
し
て
お
り
、
吉
崎
裕
子
は
澁
澤
が

指
摘
す
る
埴
谷
の
「
そ
の
短
編
の
全
体
を
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
或
る
観

念
の
、
代
替
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
好
ん
で
登
場
さ
せ
る
」
と
い
う
小
説
の

方
法
を
自
身
の
小
説
に
も
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
（（
（

。
ま
た
巌
谷

國
士
は
、
時
間
を
司
る
大
樹
と
し
て
物
語
に
登
場
す
る
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
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に
つ
い
て
も
「
意
識
」
に
登
場
す
る
「
ヘ
ッ
ケ
ル
の
系
統
樹
」（（（
（

と
の
類
似
性
を

指
摘
し
て
い
る
（
（（
（

。
こ
の
原
拠
か
ら
の
変
化
に
つ
い
て
同
じ
く
吉
崎
裕
子
は

「
ヘ
ッ
ケ
ル
の
系
統
樹
」
が
象
徴
す
る
「
進
化
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
絵
筆

を
振
る
う
「
美
奈
子
」
へ
と
継
承
さ
れ
て
お
り
、
現
実
の
女
で
あ
る
は
ず
の

「
美
奈
子
」
が
「
私
」
に
と
っ
て
「
幻
想
（
奇
蹟
）
へ
と
彼
を
誘
う
道
標
的
な

存
在
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
作
家
論
的
研
究
に
お
い
て
は
、
物
語
中
に
登
場
す
る
子
ど
も

「
タ
ッ
ち
ゃ
ん
」
の
呼
称
や
「
私
の
蝕
ま
れ
た
左
の
肺
」
と
い
う
表
現
に
作
者

で
あ
る
澁
澤
の
姿
を
重
ね
、
本
小
説
を
自
伝
的
作
品
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
。

　
現
在
ま
で
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
大
塚
祐
未
が
「
従
来
「
撲
滅
の
賦
」
は
主

人
公
の
「
私
」
が
「
金
魚
鉢
の
中
の
金
魚
」
か
ら
感
じ
た
視
線
を
め
ぐ
り
、
自

己
や
世
界
の
本
質
の
問
題
に
対
峙
す
る
物
語
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
」
と
指

摘
し
て
い
る
（
（（
（

よ
う
に
、
多
く
が
「
私
」
と
そ
の
自
我
の
問
題
と
し
て
解
釈
す
る

読
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
読
み
の
傾
向
は
従
来
の
「
澁
澤
龍
彥
」
と
い
う

作
家
像
に
牽
引
さ
れ
る
嫌
い
が
あ
り
、
作
品
解
釈
と
し
て
未
だ
他
の
可
能
性
を

秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　「
私
」
に
つ
い
て

　
物
語
の
本
質
を
簡
単
に
論
じ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
そ
の
手
掛
り
に

な
る
の
が
「
謎
」
で
あ
る
。
で
は
、「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
「
謎
」
と
は
何

か
。
そ
れ
は
「
美
奈
子
」
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
「
謎
」
と
は
主
人
公
「
私
」

へ
の
「
美
奈
子
」
の
愛
の
所
在
、
彼
女
が
誰
（
何
）
を
愛
し
て
い
る
か
に
あ
る
。

物
語
中
の
「
私
」
の
思
考
・
行
動
は
全
て
「
美
奈
子
」
に
向
け
ら
れ
、
最
初
か

ら
最
後
ま
で
彼
女
の
「
お
魚
さ
ん
」
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
は
切
望
す
る
。
こ

の
思
想
の
象
徴
が
「
私
」
の
嫉
妬
で
あ
る
。

　「
私
」
は
金
魚
に
嫉
妬
す
る
。
現
実
に
お
い
て
自
身
と
恋
人
と
の
関
係
に
別

の
人
物
（
恋
敵
）
が
登
場
す
る
こ
と
は
不
安
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小

説
に
は
「
私
」
と
「
美
奈
子
」
の
関
係
性
に
不
安
の
生
じ
さ
せ
る
登
場
人
物
は

存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
私
」
は
人
間
で
さ
え
な
い
金
魚
を
恋
敵
と

し
て
嫉
妬
し
て
し
ま
う
。
物
語
に
お
い
て
何
か
を
思
い
悩
む
主
人
公
な
ど
は
多

い
が
、
金
魚
に
嫉
妬
し
撲
滅
す
る
「
私
」
の
姿
は
非
常
に
滑
稽
で
あ
り
、
そ
の

言
葉
は
仰
々
し
く
、
フ
ァ
ル
ス
（
（（
（

を
連
想
さ
せ
る
。

　「
私
」
と
は
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
。
物
語
中
の
「
私
の
恋
人
と
し
て
、

詩
人
と
し
て
、
ま
た
魚
と
し
て
の
存
在
理
由
」
と
い
う
独
白
や
「
私
」
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
「
美
奈
子
」
の
「
ア
ン
モ
ン
貝
の
耳
を
持
っ
た
抒
情
詩
人
」
と

題
さ
れ
る
絵
画
か
ら
「
私
」
の
職
業
は
詩
人
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
「
私
」
の
言
動
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
冒
頭
に
お
い
て

「
美
奈
子
」
が
「
公
募
展
」
用
の
作
品
に
情
熱
を
傾
け
て
い
る
よ
う
な
い
わ
ゆ

る
仕
事
に
「
私
」
は
従
事
し
て
い
る
描
写
は
な
い
。
事
実
、
物
語
中
で
「
私
」

は
一
篇
の
詩
も
諳
ん
じ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
今
「
私
」
が

語
っ
て
い
る
こ
の
物
語
自
体
が
詩
（
＝
賦
）
で
あ
る
た
め
に
「
私
」
は
詩
人
を

自
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
私
」
が
「
美
奈
子
」
と
「
イ

グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
「
裏
の
雑
木
林
」
に
探
し
に
行
く
場
面
の
「
蝕
ま
れ
た
左

の
肺
」
と
い
う
表
現
と
そ
の
前
後
か
ら
「
私
」
は
療
養
中
の
身
で
あ
る
こ
と
が

示
唆
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
私
」
は
療
養
中
の
詩
人
で
あ
る
こ
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と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
ま
た
、「
私
」
の
性
格
的
な
特
異
性
と
し
て
、
そ
の
思
考
・
行
動
の
原
理
が

挙
げ
ら
れ
る
。「
私
」
が
「
因
果
の
方
程
式
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
物
語
中

の
全
て
の
言
動
・
行
動
の
に
お
い
て
「
私
」
は
「
因
果
」
を
非
常
に
重
視
し
て

い
る
。「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
る
こ
と
に
執
心
し
て
い

る
わ
け
だ
が
、
物
語
中
の
「
私
」
は
そ
の
為
に
は
何
が
必
要
か
を
考
え
、
そ
こ

に
至
る
為
に
何
を
す
べ
き
か
判
断
し
、
更
に
実
行
す
る
に
足
る
理
由
を
探
す
。

こ
の
思
考
性
は
如
何
に
も
科
学
的
方
法
論
の
目
的
・
仮
説
・
考
察
・
実
証
の
よ

う
で
あ
り
、
そ
れ
は
合
理
的
、
論
理
的
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
思
考
や
行
動
は

実
は
現
実
的
で
は
な
く
、
他
者
か
ら
見
れ
ば
全
て
滑
稽
な
幻
想
で
し
か
な
い
が
、

「
私
」
の
中
に
お
い
て
は
「
因
果
」
を
持
っ
た
完
璧
な
「
方
程
式
」
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
意
識
の
表
れ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
金
魚
の
撲
滅
に
至
る
ま
で
の

過
程
で
あ
る
。「
美
奈
子
」
の
心
を
手
に
入
れ
る
た
め
「
私
」
は
、
ま
ず
何
が

今
「
美
奈
子
」
の
心
を
最
も
占
め
て
い
る
の
か
を
考
証
す
る
。
そ
れ
は
「
お
魚

さ
ん
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
金
魚
が
そ
の
地
位
に
あ
る
と
認
識
し
た
「
私
」

は
嫉
妬
の
念
に
駆
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
は
ま
ず
、
そ
の
嫉
妬
が
正
し
い
か

『
エ
チ
カ
』
を
論
拠
に
推
考
す
る
。
結
果
、
金
魚
に
嫉
妬
す
る
こ
と
自
体
が
間

違
い
で
あ
り
、
そ
の
感
情
を
「
消
滅
」
す
べ
き
だ
と
「
私
」
は
考
え
る
。
こ
の

対
処
と
し
て
「
私
」
は
北
欧
神
話
の
大
樹
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
の
根
元
に
至

る
こ
と
に
よ
り
「
人
間
の
妄
念
」（
嫉
妬
）
は
「
放
射
」（
消
滅
）
す
る
は
ず
と

仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
仮
定
は
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
発
見

で
き
ず
に
失
敗
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
嫉
妬
の
「
放
射
」
が
不
可
能
で
あ
る
と

悟
っ
た
「
私
」
は
、「
私
の
恋
人
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
、
ま
た
魚
と
し
て
の

存
在
理
由
」
を
回
復
す
る
た
め
金
魚
の
「
撲
滅
」
を
画
策
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
方
程
式
」
の
解
と
し
て
「
四
六
時
中
魚
を
喰
い
殺
し
て
い

る
」
こ
と
か
ら
、
ザ
リ
ガ
ニ
を
用
い
た
金
魚
の
「
殺
害
」
が
「
大
義
名
分
」
の

あ
る
「
唯
一
無
二
の
解
な
ら
ん
」
と
結
論
付
け
る
。
こ
う
し
て
「
私
」
は
金
魚

の
「
撲
滅
」
を
実
行
し
、「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
「
愛
の
告
白
」
を
手
に
入

れ
、「
一
度
失
っ
た
私
の
恋
人
と
し
て
、
魚
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
の
主
権
」

を
回
復
し
た
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
思
索
に
つ
い
て
「
私
」
は
物
語
中
で
「
因
果
の
方
程
式
」
と
し
て
い
る

が
、
つ
ま
り
は
「
私
」
は
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
と
も
言
え
る
確
か
な
言
動
・
行

動
の
原
理
に
則
り
、
全
て
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
無
論

こ
の
原
理
と
は
「
私
」
の
中
だ
け
で
成
立
し
得
る
理
論
で
あ
り
、「
私
」
の
異

常
性
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　「
私
」
と
は
社
会
的
に
は
遊
民
に
等
し
い
生
活
を
し
な
が
ら
、
自
分
の
論
理

的
・
社
会
的
行
動
の
意
味
付
け
に
異
常
な
執
着
を
持
っ
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

四
　「
美
奈
子
」
と
「
お
魚
さ
ん
」

　「
私
」
の
愛
す
る
「
美
奈
子
」
に
つ
い
て
、
先
行
論
で
は
物
語
中
に
お
け
る

理
想
化
さ
れ
た
女
性
像
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
（（
（

が
、あ
く
ま
で
こ
れ
は
「
私
」

の
目
線
で
あ
る
。

　「
美
奈
子
」
は
物
語
冒
頭
の
「
公
募
展
の
締
切
り
が
十
日
に
迫
っ
て
る
の
。

今
日
は
悪
い
け
ど
制
作
よ
。」
と
語
る
科
白
か
ら
画
家
若
し
く
は
美
大
生
と
推

察
で
き
る
。「
美
奈
子
」
の
描
く
絵
画
は
非
常
に
特
徴
的
で
あ
り
、「
イ
メ
ー
ジ
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の
源
泉
」
と
な
っ
た
「
私
」
は
「
腔
腸
動
物
と
セ
ラ
ト
ー
ダ
ス
（
（（
（

の
合
い
の
子
」

や
「
手
足
の
生
え
た
タ
ツ
ノ
オ
ト
シ
ゴ
」、「
ア
ン
モ
ン
貝
の
耳
を
持
っ
た
抒
情

詩
人
」
へ
と
変
身
し
、「
赤
い
出
目
金
」
は
「
何
か
こ
う
鯨
と
長
靴
の
合
い
の

子
が
牙
を
む
き
出
し
て
反
吐
を
つ
い
て
い
る
け
し
き
」
へ
と
変
貌
し
て
し
ま
う
。

こ
れ
を
「
私
」
は
「
野
蛮
な
タ
ブ
ロ
オ
」
と
評
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
イ

メ
ー
ジ
は
「
美
奈
子
」
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
で
あ
る
こ
と
を
連
想
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
美
奈
子
」
の
描
く
絵
画
の
表
現
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
祖
で
あ
る
ブ
ル
ト
ン
の
小
説
『
ナ
ジ
ャ
』
に
類
似
し
て
い
る
。

　『
ナ
ジ
ャ
』
は
一
九
二
八
年
（
昭
和
二
年
）
に
フ
ラ
ン
ス
で
刊
行
さ
れ
た
小

説
で
あ
る
。
ブ
ル
ト
ン
が
パ
リ
で
出
逢
っ
た
実
在
の
女
性
・
ナ
ジ
ャ
と
の
交
際

の
記
録
を
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
』
に
提
言
し
た
自
動
記
述
の
手
法
に

則
っ
て
書
き
綴
っ
た
小
説
で
あ
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
文
学
の
象
徴
的
作
品

で
あ
る
。
そ
の
中
で
主
人
公
の
「
私
」
は
ナ
ジ
ャ
の
絵
を
次
の
よ
う
に
表
現
し

て
い
る
。

一
九
二
六
年
十
一
月
十
八
日
の
日
付
の
あ
る
デ
ッ
サ
ン
に
は
、
彼
女
と
私

と
の
象
徴
的
な
肖
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
魚
の
方
は
、
い
つ
も
う
し
ろ

む
き
の
こ
の
角
度
か
ら
眺
め
て
描
か
れ
る
の
が
つ
ね
だ
っ
た
ナ
ジ
ャ
自
身

の
肖
像
で
、
手
に
は
巻
紙
を
持
ち
、
一
方
の
怪
物
は
、
眼
か
ら
閃
光
を
発

し
、
鷲
の
頭
を
し
た
甕
の
よ
う
な
も
の
の
な
か
に
、
も
と
体
の
あ
っ
た
部

分
を
封
じ
こ
め
ら
れ
、
想
念
を
あ
ら
わ
す
一
面
の
羽
毛
に
お
お
わ
れ
て
い

る
（
（（
（

。

　
こ
れ
ら
絵
画
の
描
写
に
見
ら
れ
る
荒
唐
無
稽
さ
は
両
者
に
共
通
す
る
も
の
で

あ
り
、「
美
奈
子
」
の
絵
画
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。『
ナ
ジ
ャ
』
の
主
人
公
も
ま
た
物
語
が
進
む
に
連
れ
て
愛
す
る
ナ

ジ
ャ
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
の
一
致
も
「
撲
滅
の
賦
」
が

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
意
識
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
画
家
で
あ
る
「
美
奈
子
」
に
対
し
、「
私
」
の
職
業

は
前
述
の
通
り
詩
人
で
あ
る
が
、
こ
の
職
業
の
対
比
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
運

動
が
絵
画
と
詩
の
世
界
か
ら
拡
が
っ
た
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
関
係
性
は
「
私
」
に
と
っ
て
理
想
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
」
が
自
分
と

「
美
奈
子
」
を
「
オ
デ
ィ
セ
ウ
ス
」
と
「
キ
ル
ケ
ー
」
に
な
ぞ
ら
え
、
ホ
メ
ー

ロ
ス
の
叙
事
詩
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
登
場
す
る
二
人
の
愛
の
物
語
を
踏
襲

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
私
」
の
目
論
見
は
「
美
奈
子
」
の
実
際
の
人
格
に
よ
っ
て

成
立
し
得
な
い
。
そ
れ
は
「
美
奈
子
」
の
行
動
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
小
説
自
体
が
「
私
」
に
よ
る
一
人
称
小
説
で
あ
る
と
い
う
問
題
は
小
さ
く

な
い
が
、「
美
奈
子
」
の
現
実
へ
の
認
識
（
意
識
）
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
言

動
を
物
語
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
別
に
可
笑
し
く
は
な
い
け
ど
、
裏
の
雑
木
山
、
何
の
変
哲
も
な
い
じ
ゃ

あ
な
い
の
。」

「
あ
ん
た
、
そ
ん
な
着
流
し
で
。
い
つ
で
も
寝
ぼ
け
た
よ
う
な
顔
を
し
て

い
る
の
ね
。
言
う
こ
と
も
寝
言
に
近
い
わ
。」

「
行
き
ま
し
ょ
う
よ
、
も
う
七
時
よ
。
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
、
そ
ん
な

樹
な
ん
か
ど
こ
に
も
あ
り
や
し
な
い
の
よ
。
馬
鹿
ね
え
。
…
…
ほ
ら
、
こ
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ん
な
に
冷
た
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ま
た
『
病
原
菌
』
が
活
躍
し
出
し
た
っ

て
知
ら
な
い
か
ら
。
ど
れ
ど
れ
、
ち
ょ
っ
と
、
お
魚
さ
ん
の
お
胸
を
聴
診

し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」

　
こ
れ
ら
は
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
探
索
す
る
場
面
で
の
「
美
奈
子
」
の
言

葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
言
動
か
ら
「
美
奈
子
」
は
た
だ
の
常
識
的
な
女
性
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　「
私
」
に
と
っ
て
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
の
発
見
は
悲
願
で
あ
る
。
し
か
し

「
美
奈
子
」
は
「
私
」
が
神
話
に
原
拠
を
求
め
た
「
ミ
ー
メ
の
沼
」
も
「
火
の

神
ハ
イ
ム
ダ
ル
」
も
た
だ
の
「
裏
の
雑
木
山
」
に
あ
る
は
ず
が
無
い
、
幻
想
に

過
ぎ
な
い
と
一
蹴
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
女
は
「
私
」
に
対
し
て
「
神

話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
」
と
事
も
無
げ
に
現
実
を
突
き
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の

す
れ
違
い
は
「
私
」
の
世
界
観
が
崩
壊
す
る
端
緒
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。

　
二
人
の
す
れ
違
い
を
最
も
顕
著
に
表
わ
し
て
い
る
の
が
、「
お
魚
さ
ん
」
と

い
う
言
葉
で
あ
る
。
物
語
中
で
「
美
奈
子
」
が
「
お
魚
さ
ん
」
に
言
及
す
る
の

は
二
箇
所
で
あ
る
。

「
金
魚
の
方
が
よ
っ
ぽ
ど
お
魚
に
似
て
い
る
わ
ね
え
、
お
魚
さ
ん
。」

「
…
…
ほ
ら
、
こ
ん
な
に
冷
た
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
ま
た
『
病
原
菌
』
が

活
躍
し
出
し
た
っ
て
知
ら
な
い
か
ら
。
ど
れ
ど
れ
、
ち
ょ
っ
と
、
お
魚
さ

ん
の
お
胸
を
聴
診
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
」

　
こ
こ
に
登
場
す
る
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
双
方
と
も
「
美
奈
子
」
か

ら
「
私
」
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
美
奈
子
」
に
と
っ
て
「
お
魚

さ
ん
」
と
は
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
は
こ
れ
ら
の
発
言
に
対

し
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
反
応
す
る
。

「
当
り
前
だ
よ
。
人
間
と
魚
を
比
較
す
る
な
ん
て
．
…
…
何
を
馬
鹿
な
…

…
」

私
は
こ
の
「
お
魚
」
と
い
う
言
葉
に
指
の
先
ま
で
冷
た
く
な
っ
た
よ
う
な

気
が
し
た
の
で
「
止
し
て
く
れ
、
俺
は
こ
の
間
か
ら
、
も
う
お
魚
じ
ゃ
な

い
ん
だ
。
人
間
で
も
な
い
。
何
だ
か
よ
く
分
ら
な
い
。
…
…
イ
グ
ド
ラ

ジ
ィ
ル
の
樹
が
見
つ
か
る
ま
で
は
、
ど
う
や
ら
、
も
う
魚
に
は
な
れ
そ
う

も
な
い
ん
だ
。」

　
こ
の
物
語
中
に
登
場
す
る
魚
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
は
「
お
魚
さ
ん
」、「
金

魚
」、「
お
魚
」、「
魚
」、「
魚
族
」
の
五
種
類
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
の
言
葉
が
指

す
モ
ノ
、
そ
れ
が
「
私
」
と
「
美
奈
子
」
の
中
で
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
使
う
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
を
、
最
初
は

「
私
と
彼
女
と
の
間
を
つ
な
ぎ
と
め
て
い
る
も
の
は
唯
お
魚
さ
ん
と
い
う
空
虚

な
呼
び
名
ば
か
り
」
と
愛
称
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
美
奈
子
の

あ
ら
た
か
な
幻
視
に
お
い
て
私
と
魚
と
は
同
一
で
あ
り
」
と
い
う
言
葉
や
引
用

部
の
「
お
魚
さ
ん
」
と
「
お
魚
」、「
魚
」
を
混
同
し
た
発
言
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
魚
を
連
想
さ
せ
る
五
つ
の
言
葉
を
全
て
近
似
の
存

在
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
魚
を
「
畏
怖
」
す

る
「
私
」
は
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
観
念
に
魚
の
イ
メ
ー
ジ
を
附
随
し
て
思
考

す
る
こ
と
し
か
で
き
ず
、「
美
奈
子
」
の
様
々
な
言
動
に
自
分
は
魚
で
は
無
い

と
悲
観
し
、
金
魚
を
撲
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
盲
信
し
て
し
ま
う
の
で
あ
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る
。

　
し
か
し
、「
美
奈
子
」
に
と
っ
て
の
「
お
魚
さ
ん
」
は
全
く
違
う
。
第
一
に

「
美
奈
子
」
が
金
魚
を
指
し
て
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
描
写

は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
先
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
「
美
奈
子
」
が
「
お
魚
」

と
「
お
魚
さ
ん
」
を
類
似
す
る
言
葉
と
し
て
用
い
て
は
い
る
が
、そ
れ
は
「
私
」

が
言
う
よ
う
な
一
種
の
「
か
ら
か
い
」
な
の
で
あ
り
、「
美
奈
子
」
に
と
っ
て

の
「
お
魚
さ
ん
」
と
は
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
あ
た
し
の
金
魚
。
あ

た
し
の
お
魚
…
…
」
と
い
う
「
美
奈
子
」
の
最
後
の
科
白
で
金
魚
が
最
後
ま
で

「
お
魚
」
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
加
え

て
、「
美
奈
子
」
の
描
く
絵
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
で
あ
り
、
そ
の
絵
画
の

イ
メ
ー
ジ
が
全
て
水
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
か
ら
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
「
可
憐

な
愛
称
」
は
彼
女
に
と
っ
て
「
私
」
に
付
け
た
絵
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
言
葉

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
「
私
」

の
価
値
観
と
独
善
性
に
よ
っ
て
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
す
れ
違
い
こ
そ
が
こ
の
物
語
の
出
発
点
な
の
で
あ
り
、
実
は
「
私
」
の

語
る
「
発
端
」
よ
り
も
先
に
物
語
は
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　「
私
」
の
「
不
安
」
に
つ
い
て

い
ま
、
椅
子
に
腰
か
け
パ
イ
プ
を
く
わ
え
て
恋
人
の
絵
筆
の
動
き
を
一
心

に
見
つ
め
て
い
る
私
の
心
に
、
何
だ
か
虫
に
食
わ
れ
た
黒
い
穴
の
よ
う
な

も
の
が
徐
々
に
大
き
く
拡
が
っ
て
行
く
こ
の
不
安
の
正
体
は
何
で
あ
ろ
う

か
…
…
。

　
引
用
は
「
私
」
が
「
美
奈
子
」
と
「
金
魚
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
思
惟
す
る

場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
不
安
」
こ
そ
「
私
」
が
金
魚
の
撲
滅
に
至
る
主
た
る
原

因
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
私
」
が
「
因
果
の
方
程
式
」
に
よ
っ
て
「
私
の
不
安
の

位
置
を
測
定
」
し
て
い
る
こ
と
や
、
撲
滅
に
成
功
し
た
あ
と
に
「
不
安
の
正

体
」
に
つ
い
て
「
私
」
が
言
及
し
て
い
る
点
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
巌
谷
國
士

は
「
撲
滅
の
賦
」
に
澁
澤
が
描
こ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
「
こ
こ
に
語
ら
れ
て

い
る
の
は
一
見
い
わ
れ
の
な
い
「
不
安
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
強
引
に

形
象
化
し
お
お
せ
て
い
る
思
考
の
過
程
」
と
評
し
て
い
る
（
（（
（

ほ
か
、
こ
の
「
不

安
」
の
問
題
は
多
く
の
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
物
語
中
に
お
い
て
は
「
私
」
は
こ
の
「
不
安
の
正
体
」
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。

何
と
言
っ
た
ら
よ
い
か
不
貞
、
金
魚
と
の
密
通
が
私
を
ぎ
ょ
っ
と
さ
せ
た

の
で
し
た
。
先
刻
か
ら
の
不
変
の
正
体
は
詮
ず
る
と
こ
ろ
こ
れ
だ
っ
た
。

　
何
故
「
私
」
は
不
安
な
の
か
。
金
魚
の
存
在
が
不
安
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
が
、
こ
の
問
い
の
答
え
と
し
て
先
行
研
究
は
「
私
」
の
自
意
識
の

問
題
や
「
無
記
名
の
存
在
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
の
自
己
認
識
へ
の
固

執
な
ど
、「
私
」
の
問
題
に
終
始
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
論
じ
た
よ

う
に
こ
の
物
語
に
お
け
る
「
私
」
の
「
謎
」
と
は
最
愛
の
女
性
「
美
奈
子
」
に

あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
不
安
」
も
ま
た
「
美
奈
子
」
に
起
因
す
る
も

の
で
は
な
い
の
か
。

彼
女
の
魔
法
の
絵
筆
の
効
力
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
て
私
は
、
こ
れ
ま
で

の
恋
人
と
し
て
魚
と
し
て
ア
ン
モ
ン
貝
と
し
て
の
融
通
無
碍
な
る
超
時
間

的
な
実
体
を
煙
の
よ
う
に
消
失
し
、
私
と
彼
女
と
の
間
を
つ
な
ぎ
と
め
て

い
る
も
の
は
唯
お
魚
さ
ん
と
い
う
空
虚
な
呼
び
名
ば
か
り
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私
の
恋
人
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
、
ま
た
魚
と
し
て
の
存
在
理
由
が
端
も

な
く
危
殆
に
瀕
し
て
い
る
の
は
何
も
の
の
た
め
で
あ
る
か

一
度
失
っ
た
私
の
恋
人
と
し
て
、
魚
と
し
て
、
詩
人
と
し
て
の
主
権
は
果

し
て
如
何
様
に
回
復
さ
れ
得
た
か
。
…
…

　
こ
れ
ら
の
独
白
は
「
私
」
が
「
美
奈
子
」
に
と
っ
て
の
自
分
の
価
値
を
思
う

一
節
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
恋
人
」、「
詩
人
」、「
魚
」
の
三
つ
の
言
葉

は
「
美
奈
子
」
に
認
知
し
て
も
ら
い
た
い
「
私
」
と
い
う
存
在
価
値
の
象
徴
で

あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
詩
人
」
で
あ
る
こ
と
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
世

界
観
の
中
で
画
家
で
あ
る
「
美
奈
子
」
に
相
応
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
に
必
要

な
記
号
で
あ
る
。「
魚
」
は
「
お
魚
さ
ん
」
と
い
う
「
美
奈
子
」
の
芸
術
観
の

全
て
で
あ
る
た
め
の
記
号
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
唯
一
「
恋
人
」
と
い
う
言

葉
は
ず
っ
と
存
在
価
値
の
一
節
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
位
置
が
揺
れ
動
く

こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
「
私
」
の
求
め
る
最
も
強
い
願
望
は
「
美
奈
子
」
の

「
恋
人
」
と
し
て
の
関
係
性
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
「
私
」
の
「
不
安
」
と
は
、「
私
」
は
「
美
奈
子
」
に
本
当
に
「
愛

さ
れ
」
て
い
る
か
、
と
い
う
不
安
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
金
魚
を
撲
滅
し

た
あ
と
の
理
想
的
行
為
と
し
て
「
ベ
ッ
ド
シ
ー
ン
」
と
い
う
肉
体
的
接
触
「
以

外
有
り
得
よ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
「
私
」
は
確
信
し
て
い
る
。
セ
ッ
ク
ス

の
本
質
と
は
極
め
て
個
人
的
で
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
つ
の
日

も
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
私
」
は
「
美
奈
子
」
と
「
金
魚
」
の
関
係

性
に
お
い
て
セ
ッ
ク
ス
の
行
な
え
な
い
こ
と
に
思
い
悩
み
、
セ
ッ
ク
ス
が
「
美

奈
子
」
の
入
手
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
拠
と
さ
れ
る
埴

谷
雄
高
の
「
意
識
」
の
主
人
公
は
淫
売
窟
で
娼
婦
と
肉
体
関
係
を
持
つ
も
の
の

彼
女
に
執
着
す
る
よ
う
な
描
写
は
何
一
つ
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、「
撲
滅
の

賦
」
の
「
私
」
は
愛
す
る
「
美
奈
子
」
に
強
く
執
着
す
る
。
こ
こ
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
。

　
何
よ
り
も
「
美
奈
子
」
に
「
愛
さ
れ
」
た
い
「
私
」
で
あ
る
が
、
本
当
に

「
愛
さ
れ
」
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
は
無
い
。
何
故
な
ら
ば
、「
愛

す
」
る
と
い
う
行
為
は
能
動
的
な
自
分
の
感
情
で
あ
る
が
、「
愛
さ
れ
」
る
こ

と
は
他
者
か
ら
の
受
動
的
な
感
情
で
あ
り
、
そ
の
実
際
は
一
生
わ
か
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
永
遠
で
も
絶
対
で
も
無
い
。
そ
の
不
安
が
「
私
」
を
押
し
潰
し
て

い
く
。

　
物
語
終
盤
、「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
「
あ
た
し
の
金
魚
。
あ
た
し
の
お
魚

…
…
」
と
い
う
言
葉
に
「
た
ま
ゆ
ら
の
、
愛
の
告
白
」
を
感
じ
る
も
の
の
、
結

局
そ
れ
は
「
た
ま
ゆ
ら
」、
一
瞬
の
愛
で
し
か
な
い
。
結
局
、「
愛
さ
れ
」
る
こ

と
の
不
可
能
性
の
た
め
に
「
私
」
は
ま
た
「
不
安
」
の
中
に
戻
る
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
「（
実
は
こ
の
お
話
は
此
処
か
ら
始
ま
っ
て
も
よ
い
わ
け
な

の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
幾
ら
書
い
て
も
切
り
が
な
さ
そ
う
な
の
で
）、
い
ま
筆

を
擱
い
た
と
こ
ろ
で
す
。」
と
い
う
永
劫
回
帰
に
も
似
た
ル
ー
プ
す
る
結
末
を

迎
え
る
し
か
無
い
の
で
あ
る
。

　「
私
」
は
美
奈
子
を
「
愛
し
」
て
い
る
。
そ
し
て
、
美
奈
子
に
「
愛
さ
れ
」

た
い
。
し
か
し
、「
私
」
は
「
美
奈
子
」
の
愛
を
認
知
で
き
な
い
。
結
果
、
不

安
で
あ
る
「
私
」
に
は
何
を
し
て
も
ず
っ
と
不
安
だ
け
が
寄
り
添
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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六
　「style

」
と
し
て
の
数
学
的
・
量
子
論
的
思
考

　
と
き
に
一
九
三
〇
年
代
の
流
行
の
ひ
と
つ
と
し
て
量
子
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。

量
子
論
の
確
立
は
二
十
世
紀
の
科
学
界
に
お
い
て
重
大
な
変
化
で
あ
り
、
そ
の

理
論
は
そ
れ
ま
で
の
世
界
の
解
釈
学
で
あ
っ
た
古
典
力
学
と
は
相
反
す
る
も
の

で
あ
る
。
現
代
科
学
に
お
い
て
は
古
典
力
学
か
ら
派
生
し
た
相
対
性
理
論
と
量

子
論
を
基
と
す
る
量
子
力
学
が
そ
の
根
幹
を
成
し
て
い
る
が
、
未
だ
そ
の
統
一

理
論
は
成
立
し
て
お
ら
ず
、
科
学
の
基
礎
は
二
つ
の
流
れ
を
形
成
し
て
い
る
。

　
量
子
論
の
特
筆
す
べ
き
点
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
確
率
的
に
し
か
記
述
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
般
に
科
学
的
事
象
と
は
原
因
と
結
果

が
定
義
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
じ
事
象
を
何
度
繰
り
返
し
て
も
必
ず
同
じ
結

果
が
導
か
れ
る
が
、
量
子
論
に
お
い
て
は
同
じ
事
象
を
繰
り
返
し
た
と
き
に
同

様
の
結
果
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
確
率
的
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
は

量
子
論
に
お
い
て
は
因
果
の
法
則
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
或
る
人
々
は
個
々
の
量
子
現
象
が
か
や
う
な
因
果
律
の
埒
外
に
立
ち
、

し
か
も
之
が
總
て
の
現
象
の
う
ち
の
最
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ

こ
と
の
理
由
で
、
自
然
の
最
奥
に
は
法
則
的
に
律
せ
ら
れ
な
い
自
由
な
、

且
つ
神
祕
な
世
界
が
横
は
つ
て
い
る
と
云
ふ
。
そ
し
て
そ
れ
な
し
に
は
恐

ら
く
人
間
の
自
由
意
志
の
如
き
も
説
明
せ
ら
れ
な
い
と
云
ふ

　
こ
れ
は
昭
和
十
五
年
（
一
九
三
五
）
四
月
六
日
付
の
読
売
新
聞
に
掲
載
さ
れ

た
理
学
博
士
石
原
純
の
「
量
子
力
学
へ
の
理
解
【
三
】」
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る

が
、
量
子
論
は
そ
の
解
釈
問
題
に
つ
い
て
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
、
そ

の
後
、
量
子
論
の
思
想
は
文
学
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
澁
澤
龍
彥
は
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
旧
制
浦
和
高
等
学
校
理
科
甲
類
へ

進
学
し
て
い
る
。
後
年
に
記
さ
れ
た
自
作
年
譜
（
（（
（

に
よ
れ
ば
、
理
系
に
進
学
し
た

の
は
学
生
徴
兵
規
定
の
変
更
（
い
わ
ゆ
る
徴
兵
逃
れ
）
の
た
め
と
航
空
技
術
方

面
へ
の
進
路
を
目
指
し
て
い
た
た
め
と
し
て
い
る
。
結
果
と
し
て
同
年
の
敗
戦

に
伴
い
、
理
系
ク
ラ
ス
か
ら
文
科
甲
類
へ
と
転
科
（
ポ
ツ
ダ
ム
文
科
）
し
、
以

後
澁
澤
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
道
を
志
す
こ
と
に
な
る
が
、
経
歴
を
鑑
み
る
限
り

澁
澤
が
量
子
論
に
興
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
得
る
。

　
で
は
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
で
あ
る
が
、
物
語
中
に
は
無
数
の
原
拠
が
存
在
し
、

本
稿
に
論
じ
た
ほ
か
に
も
様
々
な
オ
ブ
ジ
ェ
や
思
想
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
作
品
は
そ
れ
ら
の
原
拠
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
読
み
切
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
の
思
考
は
物
語
中
に
お
い
て
様
々
に
展
開
し
、

そ
の
方
向
性
に
は
一
定
の
解
釈
が
成
立
す
る
。
そ
の
上
、
一
見
乖
離
し
た
よ
う

に
さ
え
見
え
る
「
私
」
の
言
動
も
ま
た
そ
の
深
部
で
は
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
こ
の
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
の
面
白
さ
で
あ
る
と
と
も
に
、

読
者
を
煙
に
巻
い
て
し
ま
う
難
解
さ
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　
そ
の
一
例
と
し
て
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
の
逸
話
が
挙
げ
ら
れ
る
。
物
語
中

で
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
た
文
章
は
以
下
で
あ
る
。

　
北
欧
神
話
に
よ
る
と
、
こ
の
宇
宙
に
は
眼
に
見
え
な
い
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ

ル
と
い
う
大
樹
が
あ
っ
て
、
こ
の
樹
の
梢
は
蒼
穹
を
支
え
枝
と
根
は
天
下

地
界
お
よ
び
地
獄
を
一
本
連
ね
て
い
る
の
だ
そ
う
だ
が
、
私
の
意
見
に
よ

れ
ば
こ
の
樹
は
時
間
を
つ
か
さ
ど
る
樹
で
す
。
古
代
人
の
目
覚
ま
し
く
も

美
し
い
想
像
力
は
、
空
間
の
座
標
系
を
ぶ
っ
ち
が
い
に
横
切
る
時
間
の
軸
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に
こ
の
樹
を
な
ぞ
ら
え
て
、
ま
る
で
団
子
に
串
で
も
つ
き
通
す
よ
う
に
森

羅
万
象
を
こ
の
樹
の
枝
や
根
で
う
ま
く
刺
し
つ
ら
ぬ
い
て
い
た
の
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。
成
る
程
、
こ
れ
は
認
識
上
便
利
な
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
、

ま
た
同
時
に
す
べ
て
の
人
間
の
妄
念
は
こ
の
樹
か
ら
放
射
さ
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
願
わ
く
は
こ
の
宇
宙
樹
の
根
も
と
、
時
間
の
元
点
た
る
座
標

Ｏ
に
ひ
っ
そ
り
と
身
を
ひ
そ
め
て
、
胞
子
の
よ
う
に
飛
び
散
る
妄
念
の
射

界
外
の
死
角
に
か
く
れ
、
こ
ん
な
、
お
ろ
か
し
い
、
恋
と
か
嫉
妬
と
か
い

う
人
間
臭
に
ま
み
れ
た
感
情
か
ら
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
足
を
洗
い
た
い
も
の

だ
と
、
私
は
や
っ
ぱ
り
愚
か
な
人
間
で
あ
る
ら
し
く
こ
ん
な
こ
と
も
考
え

る
の
で
し
た
。

問
題
は
こ
う
な
の
で
す
。
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
と
、
私
の
存
在
理
由
と
、
金

魚
と
。
こ
の
三
つ
の
項
を
按
分
整
理
し
て
み
れ
ば
、
未
知
な
る
私
の
執
念

の
目
的
を
完
成
し
、
混
沌
と
し
た
意
識
宇
宙
の
泥
沼
に
一
本
の
時
間
軸
と

た
た
き
込
ん
で
私
の
不
安
の
位
置
を
測
定
す
る
に
は
、
こ
れ
は
ど
う
し
て

も
あ
る
明
確
な
数
値
た
る
一
つ
の
運
動
因
を
導
入
し
て
現
象
の
因
果
律
の

方
程
式
を
立
て
、
そ
の
潜
在
的
な
形
相
、
未
知
数
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
先
行
論
に
お
い
て
は
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
の
原
拠

と
し
て
「
意
識
」
の
「
ヘ
ッ
ケ
ル
の
系
統
樹
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の

引
用
部
に
見
え
る
の
は
「
私
」
の
極
め
て
科
学
的
且
つ
数
学
的
な
思
考
で
あ
る
。

前
者
の
引
用
で
「
私
」
は
金
魚
へ
の
嫉
妬
に
よ
り
混
沌
た
る
暗
黒
空
間
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
「
世
界
」
と
い
う
三
次
元
空
間
に
対
し
て
明
確
な
座
標
軸
と
な
る

時
間
軸
た
る
時
間
を
司
る
大
樹
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
明
示
す
る
こ
と
は
物

理
学
の
分
野
に
お
け
る
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
時
空
（
（（
（

の
形
成
を
連
想
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
さ
ら
に
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
後
者
の
引
用
部
で

「
私
」
は
「
金
魚
の
存
在
を
抹
殺
す
べ
き
必
要
且
つ
充
分
な
る
理
由
」
を
思
索

す
る
が
、
こ
こ
に
は
数
学
的
思
考
と
し
て
数
学
に
お
け
る
〝
極
限
〟
の
概
念
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。〝
極
限
〟
と
は
数
学
的
に
は
数
列
な
ど
或
る
種
の
数

学
的
対
象
の
列
に
含
ま
れ
る
変
数
が
或
る
値
に
限
り
な
く
近
付
く
と
き
そ
の
数

学
的
対
象
が
極
限
と
な
る
値
を
も
つ
か
を
考
察
す
る
理
論
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
数
学
的
思
考
の
可
能
性
を
本
小
説
の
読
解
に
提
示
す
る
こ
と
は

可
能
だ
が
、
実
際
に
は
こ
の
箇
所
の
解
釈
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
は
こ
こ
に
ほ
か
の
思
想
へ
の
意
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
私
」
は
宇
宙
樹
「
イ
グ
ド
ラ
ジ
ィ
ル
」
に
対
し
、

神
話
と
は
異
な
る
「
時
間
」
へ
の
意
識
を
見
出
す
が
、
こ
こ
に
は
実
存
主
義
の

「
人
間
は
根
源
的
に
時
間
的
存
在
で
あ
る
。」
と
い
う
一
節
（
（（
（

も
見
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
時
間
」
へ
の
言
及
は
同
時
代
的
に
は
時
間
の
不
可
逆

性
を
定
義
し
た
「
時
間
の
矢
」（（（
（

と
の
関
連
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
科
学
文
化
的
な
原
拠
の
可
能
性
を
物
語
に
即
し
な
が
ら
提
示
し
た

が
、
こ
の
よ
う
に
「
撲
滅
の
賦
」
に
お
け
る
原
拠
の
問
題
は
読
み
手
の
思
想
が

如
実
に
影
響
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
多
層
的
に

様
々
な
逸
話
を
挿
入
す
る
こ
と
で
本
小
説
は
時
代
の
文
化
的
要
因
を
盛
り
込
ん

だ
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ど
の
逸
話
に
原

拠
を
見
出
し
て
も
私
た
ち
読
者
は
理
解
し
た
よ
う
な
理
解
し
き
れ
な
か
っ
た
よ



─ （（ ─

井上崇　澁澤龍彥「撲滅の賦」論

う
な
不
可
思
議
な
読
了
感
へ
と
導
か
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

七
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
様
々
な
視
点
か
ら
澁
澤
龍
彥
の
処
女
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
を
見
て

き
た
が
、
そ
こ
に
表
れ
る
の
は
様
々
な
観
念
や
原
拠
が
入
り
組
ん
だ
物
語
像
の

一
部
に
過
ぎ
な
い
。
同
時
代
に
は
量
子
論
の
よ
う
な
「
自
然
の
最
奥
に
は
法
則

的
に
律
せ
ら
れ
な
い
自
由
な
、
且
つ
神
祕
な
世
界
が
横
は
つ
て
い
る
」
と
い
う

新
し
い
思
想
が
拡
が
っ
て
い
る
。
そ
の
様
々
な
思
想
や
観
念
の
拡
が
り
が「
賦
」

（
詩
）
と
い
う
最
小
の
世
界
に
閉
じ
込
め
る
方
法
論
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る

の
が
本
小
説
「
撲
滅
の
賦
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
の
中

で
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
は
最
も
親
し
い
は
ず
の
最
愛
の
女
性
「
美
奈
子
」
の

こ
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ク
ロ
に
な
っ
て
い
く
世
界
観
の
中
で
ミ

ク
ロ
の
世
界
観
の
「
謎
」
が
ず
っ
と
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
のstyle

こ
そ
が

小
説
家
・
澁
澤
龍
彥
が
提
示
し
よ
う
と
し
た
小
説
の
出
発
点
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

注
１�

　『
唐
草
物
語
』（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
（
で
第
九
回
泉
鏡
花
文
学

賞
（
昭
和
五
十
六
年
（、『
高
丘
親
王
航
海
記
』（
文
藝
春
秋
社
、
昭
和
六
十
三
年
十

月
（
で
第
三
十
九
回
読
売
文
学
賞
（
昭
和
六
十
三
年
（
を
受
賞
。

　
２�

　
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
著
、
澁
澤
龍
彥
訳
『
大
胯
び
ら
き
』（
白
水
社
、
昭
和
二
十
四

年
八
月
（

　
３
　
初
期
に
発
表
さ
れ
た
小
説
作
品
と
し
て
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　「
撲
滅
の
賦
」
同
人
誌
『
ジ
ャ
ン
ル
』
創
刊
号
、
昭
和
三
十
年
七
月

　
　
　「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
同
人
誌
『
未
定
』
三
号
、
昭
和
三
十
一
年
五
月

　
　
　「
陽
物
神
譚
」
同
人
誌
『
未
定
』
六
号
、
昭
和
三
十
三
年
六
月

　
　
　「
マ
ド
ン
ナ
の
真
珠
」『
三
田
文
学
』
昭
和
三
十
四
年
七
月

　
　
　「
錬
金
術
的
コ
ン
ト
」
同
人
誌
『
ア
ル
ビ
レ
オ
』
三
十
二
号
、
昭
和
三
十
四
年

　
　
　「
犬
狼
都
市
」
季
刊
誌
『
聲
』
春
号
、
昭
和
三
十
五
年
四
月

　
　�

　「
哲
学
小
説
・
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
革
命�

二
十
一
世
紀
の
架
空
日
記
」『
日
本
読
書
新
聞
』

昭
和
三
十
七
年
一
月
八
日
号

　
　�

　「
人
形
塚
」『
推
理
ス
ト
ー
リ
ー
』
十
二
月
号
、
双
葉
社
、
昭
和
三
十
七
年
十
二
月

　
４
　『
文
藝
』
一
・
二
月
合
併
号
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
四
年
一
月

　
５�

　「
澁
澤
龍
彥
と
幻
想
文
学
」
澁
澤
龍
子
対
談
東
雅
夫
、
東
京
古
書
会
館
、
平
成
二
十

四
年
十
月
三
十
日

　
６�

　
初
出
誌
面
で
は
作
品
末
尾
に
「（（（（.（.7

」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
以
前
に

も
、
澁
澤
は
「
三
崎
の
サ
カ
ナ
よ
」（『
斗
う
三
崎
』
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
（
と

「
サ
ド
侯
爵
の
幻
想
」（
草
稿
時
の
原
稿
に
「s（（､

0（､
（（

」
と
表
記
（
と
い
う
作
品

を
創
作
し
て
い
る
が
、
前
者
は
選
挙
運
動
に
乗
じ
た
詩
で
あ
り
、
後
者
は
小
説
で
あ

る
も
の
の
澁
澤
の
死
後
ま
で
発
表
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
が
あ
る
。

　
７
　『
澁
澤
龍
彥
全
集
１
』
河
出
書
房
新
社
、
平
成
五
年
五
月

　
８
　「
編
集
後
記
」『
澁
澤
龍
彥
全
集
別
巻
１
』
河
出
書
房
新
社
、
平
成
七
年
四
月

　
９�

　
巖
谷
國
士
「
澁
澤
龍
彥
の
『
出
発
』」『
海
燕
』
五
月
号
、
福
武
書
店
、
昭
和
六
十

三
年
五
月
（
後
年
、「「
旅
」
の
は
じ
ま
り
」
に
改
題
（

　
（0�

　
文
芸
誌
『
海
燕
』
十
月
号
（
昭
和
六
十
二
年
十
月
（
に
再
掲
載
後
、『
エ
ピ
ク
ロ
ス

の
肋
骨
』（
福
武
書
店
、
昭
和
六
十
三
年
四
月
（
に
収
録
。

　
（（
　
９
に
同
じ
。

　
（（�

　
こ
の
草
稿
は
『
生
誕
八
〇
年
澁
澤
龍
彥
回
顧
展
こ
こ
ち
よ
い
サ
ロ
ン
』（
県
立
神
奈

川
近
代
文
学
館
、
平
成
二
十
年
四
月
（
と
『
澁
澤
龍
彥
　
ド
ラ
コ
ニ
ア
の
地
平
』（
世

田
谷
文
学
館
、
平
成
二
十
九
年
十
月
（
に
展
示
さ
れ
た
。
展
示
と
同
名
の
目
録
で
は

草
稿
の
一
枚
目
し
か
確
認
で
き
な
い
。

　
（（
　
９
に
同
じ
。

　
（4�
　『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
』
第
十
号
、
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
語
国
文
学

会
、
平
成
元
年
三
月

　
（（�

　『
国
文
鶴
見
』
第
三
十
九
号
、
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会
、
平
成
十
七
年
三
月

　
（（�

　『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
一
一
一
号
、
立
教
大
学
日
本
文
学
会
、
平
成
二
十
六
年
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成蹊國文　第五十一号　（（0（（）

一
月

　
（7�
　
こ
の
ほ
か
に
先
行
研
究
と
し
て
、
千
野
帽
子
「
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
。
澁
澤
龍

彥
の
初
期
小
説
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
青
土
社
、
平
成
十
九
年
八
月
（
と
小
野
貴
史
「
澁

澤
龍
彥
の
小
説
作
品
に
お
け
る
音
楽
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
」（『
信
州
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
Ｎ
ｏ
．
（（（
、
信
州
大
学
教
育
学
部
、
平
成
二
十
年
八
月
（
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
の
論
考
は
澁
澤
の
初
期
小
説
群
全
体
を
指
向
し
た
研
究
で
あ
る
。

　
（（�

　『
文
藝
』
一
〇
月
合
併
号
（
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
（
に
発
表
。

　
（（
　
（4
に
同
じ
。

　
（0�

　『
埴
谷
雄
高
作
品
集
』
第
十
二
巻
、
河
出
書
房
新
社
、
昭
和
五
十
四
年
十
一
月

　
（（�

　
（4
に
同
じ
。

　
（（�

　
ド
イ
ツ
の
生
物
学
者
ヘ
ッ
ケ
ル
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
支
持
し
、
作
成
し
た

生
物
の
進
化
類
縁
関
係
の
系
統
樹
。

　
（（�

　
９
に
同
じ
。

　
（4�

　
（（
に
同
じ
。

　
（（�

　
フ
ラ
ン
ス
中
世
の
短
く
た
わ
い
の
な
い
喜
劇
。
中
世
の
宗
教
劇
の
幕
間
に
演
じ
ら

れ
た
こ
っ
け
い
な
寸
劇
が
独
立
し
た
も
の
。
ま
た
、
一
般
に
、
卑
俗
な
笑
い
を
含
ん

だ
短
い
喜
劇
を
い
う
。
笑
劇
。
道
化
芝
居
。
フ
ァ
ー
ス
。（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第

二
版
、
小
学
館
、
平
成
十
四
年
十
二
月
（

　
（（�

　
（4
に
同
じ
。

　
（7�

　Ceratodus

：
肺
魚
の
総
称

　
（（�

　
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
著
、
巌
谷
國
士
訳
『
ナ
ジ
ャ
』
白
水
社
、
昭
和
五
十
一
年

十
月

　
（（�

　
９
に
同
じ
。

　
（0
　『
別
冊
新
評
』
一
九
七
三
年
秋
号
、
新
評
社
、
昭
和
四
十
八
年
十
月

　
（（�

　
相
対
性
理
論
で
用
い
ら
れ
る
物
理
用
語
で
、
時
間
・
空
間
を
一
つ
の
空
間
に
ま
と

め
た
四
次
元
空
間
を
さ
す
。
一
九
〇
五
年
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相
対
性
理

論
を
数
学
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
、
数
学
者
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
に
よ
り
導
入
さ
れ
た

考
え
方
（
一
九
〇
八
（
で
、
相
対
性
理
論
は
、
こ
の
四
次
元
空
間
の
導
入
に
よ
り
完

成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、
四
次
元
空
間
は
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
の
世
界
と
も
よ
ば
れ
る
。

（『
日
本
大
百
科
全
書
』
小
学
館
、
平
成
六
年
一
月
（

　
（（�

　
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
著
、
細
谷
貞
雄
訳
『
存
在
と
時
間
』
筑
摩
書
房
、

平
成
六
年
六
月

　
（（�

　
ア
ー
サ
ー
・
エ
ヂ
ン
ト
ン
著
、
寮
佐
吉
訳
『
物
的
世
界
の
本
質
』
岩
波
書
店
、
昭

和
六
年
十
二
月

「
撲
滅
の
賦
」
の
引
用
は
全
て
『
澁
澤
龍
彥
全
集
１
』（
河
出
書
房
新
社
、
平
成
五
年
五

月
（
に
拠
っ
た
。

（
い
の
う
え
・
た
か
し
　
本
学
文
学
部
助
手
）


