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現
代
に
お
け
る
比
峨
の
構
造
と
そ
の
効
果

ー
村
上
春
樹
『
海
辺
の
カ
フ
カ
」
に
お
け
る
直
峨
表
現
に
着
目
し
て
|

第
一
章

一
般
的
な
直
喰
表
現

第
一
節
比
鳴
と
は
何
か

(l)
修
辞
学
的
な
比
喰

比
聡
と
は
何
か
。
中
村
明
氏
の
『
比
峨
表
現
辞
典
』
に
よ
る

と
、
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
比
喰
と
は
、
表
現
主
体
が
、
表
現
対
象
を
、
そ
れ
を
過
不
足

な
く
直
接
さ
し
示
す
言
語
形
式
を
使
わ
な
い
で
、
そ
の
代
わ

り
に
、
言
語
的
な
意
味
で
は
他
の
事
物
・
事
象
に
対
応
す
る

言
語
形
式
を
提
示
し
、
そ
の
二
一
一
口
語
的
環
境
と
の
違
和
感
や
、

そ
れ
が
現
れ
る
こ
と
の
文
脈
上
の
意
外
性
な
ど
で
、
受
容
主

体
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
、
両
者
の
共
通
点
を
推
測
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
伝
え
る
表
現
技
法
で
あ
る
。
」
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比
喰
表
現
は
、
表
現
技
法
の
中
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、
実
は
暖
昧
な
定
義
づ
け
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
多

い
。
先
述
の
中
村
氏
の
定
義
は
、
そ
の
著
の
中
で
な
ぜ
そ
の
よ
う

な
定
義
づ
け
が
な
さ
れ
た
か
詳
し
く
説
明
し
た
上
で
の
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
に
定
義
と
し
て
い
る
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て

み
て
み
る
と
、
や
は
り
理
解
し
難
い
部
分
が
多
く
残
る
。
例
え
ば
、

ヲ
一
一
一
口
語
的
環
境
と
の
違
和
感
」
や
「
文
脈
上
の
意
外
性
」
な
ど
で

「
間
接
的
に
伝
え
る
」
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
う
ま
れ
る

の
か
、
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

「
受
容
主
体
の
想
像
力
を
刺
激
」
す
る
こ
と
の
利
点
は
何
か
、
「
両

者
の
共
通
点
」
と
い
う
の
も
ど
の
程
度
の
も
の
を
そ
れ
と
認
め
る

か
暖
昧
で
あ
る
。
比
喰
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
書
物
の
多
く
で

「
た
と
え
る
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て

「
た
と
え
る
」
こ
と
の
目
的
は
、
効
果
は
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
書
か
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
比
峨
表
現
の
効
果
は
た
と
え

る
こ
と
、
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
比
聡
と
は
使

t
i
 

唱

i
咽

i



わ
れ
る
場
所
、
方
法
、
そ
し
て
得
ら
れ
る
効
果
が
多
様
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
発
展
す
る
ほ
ど
の
需
要
が
あ
る
の
も
事
実
で
、

そ
れ
が
定
義
づ
け
し
難
い
所
以
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(2)
新
し
い
比
喰
の
働
き
l

「
イ
メ
ー
ジ
の
想
像
」

そ
こ
で
、
修
辞
学
の
世
界
で
暖
昧
に
さ
れ
て
い
る
部
分
を
解
き

明
か
す
た
め
に
、
比
峨
を
修
辞
学
の
世
界
か
ら
視
野
を
広
げ
て
、

具
体
的
な
例
を
用
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
こ
こ
で

は
比
聡
の
中
で
も
基
本
的
で
文
法
構
造
が
分
か
り
ゃ
す
い
直
除
表

現
の
形
式
を
取
り
上
げ
る
。

剖川

「

ω彼
女
の
肌
(
被
喰
詞
)
は
倒
餅
(
喰
詞
)
の
よ
う
だ
」

こ
の
例
文
は
慣
用
句
「
も
ち
肌
」
を
直
職
表
現
に
置
き
換
え
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ω
「
側
刻
例
制
」
が
倒
「
削
」
の
よ
う
に

ω

A
B
聞
の
共
通
点
「
白
い
、
柔
ら
か
い
、
な
め
ら
か
だ
」
等
の
連

想
を
し
、
そ
こ
に
修
辞
学
で
い
う
所
の
倒
言
語
的
環
境
と
の
違
和

感
や
文
脈
上
の
意
外
性
「
肌
(
人
間
の
一
部
)

J

T

餅
(
食
物
こ
等
の

思
考
が
加
わ
る
と
い
う
の
が
、

(1)
で
述
べ
た
修
辞
学
的
な
定
義

で
あ
る
。

で
は
こ
れ
を
「
何
を
目
的
と
し
て
表
現
す
る
か
」
と
い
う
点
に

お
い
て
、
赤
祖
父
氏
に
倣
い
簡
単
に
公
式
化
す
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

『

A
×
B
H
(
C
+
D
)』

つ
ま
り

ω
「
彼
女
の
肌
」
と
倒
「
側
」
を
掛
け
合
わ
せ
た
直
聡
表

現
で
は
、

ω
A
B
間
の
共
通
点
「
叫
叶
、
刻
引
川
J

川
、
創
削
引
州

刈
」
等
を
連
想
、
さ
ら
に
側
一
一
一
一
口
語
的
環
境
と
の
違
和
感
や
文
脈
上

の
意
外
性
「
肌
(
人
間
の
一
部
)
+
餅
(
食
物
)
」
等
の
認
知
を
目
的

と
し
て
い
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
修
辞
学
的
な
定
義
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

確
か
に
、
比
聡
表
現
で
被
総
詞
・
喰
詞
聞
の
共
通
点
や
言
語
的

環
境
と
の
違
和
感
や
文
脈
上
の
意
外
性
に
つ
い
て
考
え
、
発
見
す

る
こ
と
は
必
須
事
項
で
あ
る
。
そ
の
過
程
な
く
し
て
は
、

2
つ
の

語
(
あ
る
い
は
句
)
を
も
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
意
昧
が
失
わ
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
そ
れ
は
一
過
程
で
あ
り
、
表
現
の
目
的
は
∞
表

現
と
し
て
の
面
白
さ
、
効
果
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
あ
る
べ
き
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
公
式
化
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

ヮ“
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『

A
×
B
×
(
C
+
D
)
H
X』

」
の
公
式
に
先
の
例
文
を
当
て
は
め
て
説
明
す
る
と
、

ω被
除
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詞
「
彼
女
の
肌
」
と
倒
喰
詞
「
餅
」
の
比
較
、
そ
し
て
そ
こ
に
発

生
す
る

ω共
通
点
「
白
い
、
柔
ら
か
い
、
叫
州
叶
刈
叶
」
と
倒
違

和
感
・
意
外
性
「
肌
(
人
間
の
一
部
)
+
餅
(
食
物
)
」
を
掛
け
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
に
、
目
的
と
す
る
∞
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
、
効
果

が
あ
る
、
と
い
う
意
昧
に
な
る
。
で
は
∞
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
、

効
果
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

赤
祖
父
氏
は
本
稿
に
お
け
る
こ
の
∞
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
、

効
果
に
あ
た
る
部
分
に
つ
い
て
「
話
者
の
観
念
や
思
想
の
暗
示
を

倍
加
さ
せ
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
そ
れ

に
気
づ
く
受
け
子
の
想
像
の
余
地
を
広
げ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る。
続
い
て
、
∞
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
、
効
果
の
部
分
に
つ
い
て

よ
り
考
え
を
深
め
る
た
め
に
、
比
喰
の
原
点
に
帰
っ
て
み
る
。
そ

も
そ
も
比
喰
と
比
較
の
違
い
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
山
梨
正
明
氏
の

考
え
を
借
り
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

比
較
は
、
あ
る
対
象
と
も
う
一
つ
の
対
象
と
の
間
に
あ
る
、
①

類
似
点
を
見
つ
け
出
す
プ
ロ
セ
ス
と
、
②
差
異
を
見
つ
け
出
す
プ

ロ
セ
ス
か
ら
始
ま
る
。
一
方
比
喰
は
、
①
の
類
似
性
の
認
識
に
意

外
性
が
認
め
ら
れ
る
点
に
お
い
て
比
較
と
違
っ
て
い
る
。
一
一
一
口
う
ま

で
も
な
く
、
そ
れ
は
②
の
差
異
を
認
識
し
た
上
で
の
こ
と
で
あ
り
、

つ
ま
り
、
比
喰
に
お
い
て
は
①
と
②
と
双
方
の
認
識
に
類
似
性
に

関
す
る
意
外
性
が
加
わ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
る
t

し
か
し
表
現
に
よ
っ
て
は
発
話
の
文
脈
を
考
慮
し
な
い
と
比
較
な

の
か
比
喰
な
の
か
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え

ば
、
「
彼
女
は
母
親
の
よ
う
だ
」
と
い
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
は
彼

女
が
実
際
に
母
親
に
顔
が
似
て
い
る
と
い
う
比
較
な
の
か
、
そ
れ

と
も
彼
女
が
母
親
の
よ
う
に
慈
愛
に
満
ち
た
優
し
い
存
在
と
い
う

比
峨
な
の
か
判
別
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
比
聡
だ
と
し
て

も
、
ど
の
よ
う
な
∞
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
、
効
果
が
あ
る
か
に

つ
い
て
は
、
「
彼
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
要
素
と
、

「
母
親
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
要
素
の
共
通
点
を
ど

こ
で
ど
れ
だ
け
繋
ぐ
か
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
が
多
様
化
さ
れ
る
。

qa 
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こ
の
よ
う
に
、
修
辞
学
の
世
界
に
留
ま
ら
ず
比
喰
と
い
う
も
の

を
見
つ
め
て
み
る
こ
と
で
、
比
喰
に
は
分
類
が
困
難
な
、
無
限
の

可
能
性
を
秘
め
た
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
そ

し
て
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
表
現
に
ひ
と
つ
の
効
果
、
と
は
限
ら
な
い

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
先
ほ
ど
の
公
式
を
応
用
し
て
示

す
と
「
A
×
B
×
(
C
+
D
)
H
X
l
+
x
z
+
X
J
:
』
と
な
る
わ

け
だ
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

直
輸
表
現
の
機
能

さ
て
そ
の
よ
う
な
比
聡
は
、
修
辞
学
の
世
界
で
は
そ
の
表
現
技

第
二
節



法
等
か
ら
い
く
つ
か
の
も
の
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
中
村
氏
は
ロ

種
に
及
ぶ
分
類
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
直
職

と
隠
輸
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
直
職
は
、
比
聡
指
標
と
呼
ば
れ
る

「
よ
う
な
」
「
み
た
い
だ
」
と
い
っ
た
比
喰
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す

る
語
が
含
ま
れ
て
お
り
、
た
と
え
る
も
の
(
瞭
詞
)
と
た
と
え
ら
れ

る
も
の
(
被
喰
詞
)
が
は
っ
き
り
区
別
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
明
瞭
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

直
職
表
現
の
機
能
に
つ
い
て
は
色
々
論
議
さ
れ
て
い
る
が
、
ま

ず
考
え
ら
れ
る
の
が
隠
喰
と
の
遠
い
だ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、

そ
の
一
番
の
違
い
は
比
喰
指
標
と
呼
ば
れ
る
「
よ
う
な
」
「
み
た

い
だ
」
と
い
っ
た
比
喰
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
語
が
含
ま
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
、
直
聡
は
隠
輸

に
従
属
す
る
も
の
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
文
法
形
式
上
で
こ

の
よ
う
な
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
の
比
峨
指
標
が
入
っ
て
い
る
も
の
と

入
っ
て
い
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
表
現
技
法
と
し
て

確
立
し
て
い
る
の
か
。
文
法
形
式
の
違
い
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り

に
も
想
像
力
に
乏
し
い
結
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
や
は
り
文
法
形

式
が
遣
う
理
由
が
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
の
「
i
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
聡
指
標
が
入
っ
た
直
喰
表
現

だ
か
ら
こ
そ
成
り
立
つ
場
合
が
存
在
す
る
。
一
つ
例
を
挙
げ
る
。

- ト 一一「
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ブ告

z z 

ω
「
目
を
閉
じ
て
吸
い
込
ん
だ
息
」
と
倒
「
優
し
い
雲
」
と
の

聞
に
「
l
よ
う
に
」
と
比
喰
指
標
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両

者
に
比
聡
関
係
が
発
生
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
さ
ら
に
共
通
点

で
あ
る

ω
「
と
ど
ま
る
」
を
文
章
中
に
表
出
す
る
こ
と
で
語
り
手

の
意
図
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
隠
喰
で
あ
れ
ば
「
目

を
閉
じ
て
吸
い
込
ん
だ
息
は
優
し
い
雲
だ
」
と
す
る
し
か
な
く
、

ω共
通
点
が
書
か
れ
て
い
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
書
か
れ
て
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
は
、
受
け
子
は
そ
れ
を
自
分
で
探
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
語
り
手
か
ら
受
け
手
へ
の
伝
達
行
為
で
あ
る

以
上
、
受
け
手
は
・
自
分
勝
手
に
断
定
し
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
さ

せ
な
い
た
め
に
も
、
語
り
手
は
あ
る
程
度
制
限
を
設
け
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。
要
す
る
に
、

ω被
喰
詞
と
倒
喰
詞
の
関
係
性
に
お
い

て、

ωが
受
け
手
に
と
っ
て
あ
る
程
度
予
測
で
き
る
表
現
に
限
定

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
直
輸
表
現
の
場
合
は
、
仮
に

ωの
共

通
点
の
部
分
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
「
j
の
よ
う
に
」

と
比
峨
指
標
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
比
喰
表
現
で
あ
り
、
こ

の

ωと
倒
に
は
隠
さ
れ
た
削
ゃ
、
ま
た
∞
の
効
果
が
あ
る
、

け
子
に
ア
ピ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
利
点
を
持
つ
。

-114一

と
受

そ
の
場
合
は
、
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ωが
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
飽
く
ま
で
受
け
手
に
理
解
さ
れ
る
範

囲
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
付
き
だ
が
、
そ
れ

で
も
隠
喰
よ
り
表
現
を
許
さ
れ
て
い
る
範
囲
が
広
い
の
は
事
実
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
直
喰
表
現
で
は
隠
喰
よ
り
も

ωと
倒
の
関
係

性
の
幅
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

受
け
手
に
理
解
さ
れ
る
、
こ
れ
が
比
喰
表
現
の
最
た
る
前
提
条

件
で
あ
る
こ
と
は
絶
対
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
話
し
手
が
意
識

し
て
比
喰
と
し
な
か
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
受
け
子
側
が
比
喰
と

受
け
取
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
話
し
子
が

そ
う
で
は
な
い
と
断
定
す
る
以
上
、
そ
れ
は
比
聡
で
は
な
い
表
現

な
の
で
あ
ろ
う
。
話
し
手
の
意
識
と
受
け
手
の
理
解
、
そ
の
上
で

比
聡
指
標
に
よ
っ
て
表
現
の
幅
を
許
さ
れ
た
直
喰
は
、
ど
こ
で

「
生
き
た
表
現
」
と
し
て
の
線
引
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
比
喰
と
い
う
も
う
一
一
回
り
大
き
な
器
で
見
た

と
き
の
、
そ
の
効
果
の
無
限
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ

う
な
機
能
を
持
つ
直
職
で
は
ど
こ
ま
で
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
な

も
の
な
の
か
。
続
く
第
二
章
で
は
村
上
春
樹
の
作
品
を
例
に
、
よ

り
具
体
的
に
言
及
し
て
い
く
。

第
二
章

村
上
春
樹
の
直
喰
表
現

村
上
春
樹
は
現
代
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
そ
の
作
品
に
つ
い
て

は
文
学
的
な
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
文
体
・
文
章
な
ど
日
本

語
学
的
な
研
究
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
村
上
の
比
喰
表
現
は

そ
の
手
法
を
、
「
独
特
」
「
ユ
ニ
ー
ク
」
な
ど
と
多
く
の
研
究
者
に

よ
っ
て
評
さ
れ
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
例
え
ば
「
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
表
現
に
し
た
の
か
」

と
い
う
作
者
の
意
図
を
探
る
も
の
で
あ
る
な
ど
、
比
聡
表
現
の
例

を
一
つ
ず
つ
検
証
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
稿
者
は
村
上

の
比
喰
、
な
か
で
も
直
喰
表
現
に
お
け
る
効
果
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

そ
の
前
に
一
つ
確
認
し
て
お
き
た
い
の
が
、
稿
者
が
考
察
す
る

上
で
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
箇
所
は
、
村
上
が
比
聡
と
意
識
し
て

表
現
し
て
い
る
箇
所
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
章
で
も

述
べ
た
よ
う
に
、
話
し
子
の
意
識
、
こ
れ
も
ま
た
比
喰
の
前
提
条

件
で
あ
る
。
そ
の
表
現
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、
作
者
で
あ
る
村

上
が
そ
の
意
識
を
明
言
し
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
取

り
上
げ
る
『
海
辺
の
カ
ブ
カ
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
読
者
の
感

想
・
疑
問
に
村
上
自
身
が
答
え
た
も
の
を
編
集
し
た
雑
誌
『
少
年

カ
ブ
カ
』
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
こ
の
問
題
に
対
す
る
興

味
深
い
返
信
が
い
く
つ
か
あ
る
。
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『
僕
も
細
部
を
あ
れ
こ
れ
と
凝
っ
て
書
き
込
む
の
が
好
き
で

す
。
映
画
監
督
が
筋
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
関
係
の
な
い
背
景
に
凝



る
み
た
い
に
。
」
(
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「
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
僕
の
や
ろ
う
と
し
た
の
は
、
な

る
べ
く
中
立
的
な
言
葉
を
集
め
て
き
て
、
そ
れ
を
う
ま
く
組

み
合
わ
せ
て
、
で
き
る
だ
け
読
む
人
の
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る

こ
と
の
で
き
る
文
章
を
書
く
こ
と
で
し
た
。
つ
ま
り
、
単
語

自
身
の
意
味
性
、
情
緒
性
に
か
ら
め
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

そ
の
組
み
合
わ
せ
の
複
合
性
に
よ
っ
て
、
何
か
を
語
り
た
か

っ
た
の
で
す
。
「
僕
は
こ
う
思
う
。
僕
は
こ
れ
が
言
い
た
い
」

と
い
う
よ
う
な
、
作
者
が
前
に
出
て
考
え
る
文
章
で
は
な
く
、

僕
自
身
は
う
し
ろ
に
引
い
て
、
読
者
に
自
分
で
何
か
を
感
じ

て
も
ら
い
、
何
か
を
考
え
て
も
ら
う
文
章
を
書
き
た
か
っ
た

の
で
す
。
』
(
同

8
q
s説
。
)

こ
の
村
上
の
立
場
は
ど
の
返
信
で
も
一
貫
し
た
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
「
i
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
書
か
れ
た
の
で
す
か
」
と
い

っ
た
内
容
・
文
体
(
表
現
)
に
対
す
る
読
者
の
率
直
な
質
問
に
も
、

基
本
的
に
は
「
も
う
少
し
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
」
と
読
者
の
思

考
を
促
し
、
「

O
Oは
こ
う
い
う
意
図
で
す
よ
ね
」
と
断
定
し
て

作
者
の
同
意
を
求
め
る
読
者
に
は
「
そ
う
い
う
つ
も
り
で
書
い
て

は
い
な
い
」
と
否
定
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
村
上
は
村
上
の
考
え
が
あ
り
、
物
語
に
す
る
以
上

意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
細
部
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
て
書
い
て
い

る
が
、
そ
の
結
論
は
読
者
自
身
が
探
求
し
た
先
に
あ
る
も
の
だ
、

一
人
ひ
と
り
違
っ
て
当
然
だ
し
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
だ
、
と
い

う
の
だ
。
そ
れ
を
村
上
は
「
読
者
の
決
定
権
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
の
村
上
の
考
え
は
彼
が
現
代
の
一
小
説
家
と
し
て
、
『
今
の
小

説
が
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て
い
る
役
割
は
(
あ
る
い
は
果
た
す

こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
は
)
、
僕
ら
が
置
か
れ
て
い
る
世

界
の
混
沌
性
を
鋭
く
振
り
払
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
有
機
的
に
相
対
化
す
る
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
中
心
に
な
っ

て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
(
同

a
q
s
a
e、
と
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
に
由
来
す
る
も
の
だ
。
更
に
、
『
そ
こ
に
あ
る
混
沌
性
を

べ
つ
の
混
沌
性
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
』
(
同
)
が
小
説
家
の
仕

事
内
容
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
比
聡
的
な
、
と
い
っ
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
。

-116-

し
た
が
っ
て
、
稿
者
が
例
に
挙
げ
て
い
る
箇
所
は
村
上
が
比
瞭

と
し
て
意
識
し
て
書
い
た
も
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
も
と

よ
り
、
た
と
え
仮
に
比
喰
と
断
定
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
狙
い
が

あ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
知
る
術
も
な
い
。
し
か
し
、

村
上
が
小
説
を
書
く
上
で
文
体
や
そ
れ
に
関
係
す
る
表
現
に
凝
っ

て
い
る
の
は
本
人
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、

そ
こ
に
ま
っ
た
く
意
図
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
読
者
が

考
え
を
深
め
る
余
地
が
あ
る
ほ
ど
の
細
工
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
、
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
考
察
例
に
挙
げ
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た
箇
所
が
実
際
に
は
比
喰
と
し
て
か
は
ど
う
あ
れ
、
村
上
が
(
比

喰
と
)
意
識
し
て
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と

と
す
る
。
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「
彼
女
は
眠
っ
た
ま
ま
床
を
横
切
り
、
部
屋
か
ら
出
て
い
く
。

ド
ア
が
ほ
ん
の
少
し
だ
け
聞
き
、
そ
の
す
き
ま
か
ら
夢
を
見

る
細
い
魚
の
よ
う
に
す
る
り
と
彼
女
は
出
て
い
く
」
【
却
章
}

こ
の
場
合
、
被
喰
詞
は
「
す
る
り
と
彼
女
は
出
て
い
く
」
で
あ

り
、
喰
詞
は
「
夢
を
見
る
細
い
魚
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

職
詞
・
被
峨
詞
を
見
比
べ
て
み
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
は
何

か
が
わ
か
ら
な
い
。
も
っ
と
単
純
な
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
喰
詞
の

「
夢
を
見
る
細
い
魚
」
が
非
現
実
的
な
表
現
で
あ
り
、
一
般
的
に

は
想
像
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
「
す
る
り
と
彼

女
は
出
て
い
く
」
の
記
述
だ
け
の
方
が
理
解
し
や
す
い
と
す
ら
感

じ
る
。
だ
が
不
思
議
な
こ
と
に
、
作
品
の
流
れ
の
中
で
は
そ
の
よ

う
に
並
ぶ
言
葉
が
雰
囲
気
と
し
て
、
ご
く
自
然
に
掴
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

比
聡
表
現
に
お
い
て
喰
詞
は
被
喰
詞
に
比
べ
よ
り
具
体
的
な
も

の
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
村
氏
は
じ
め
多
く
の
研
究
書
で
よ

く
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
聡
詞
に
は
受
け
手

に
被
峨
詞
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す
る
働
き
が
あ
り
、
喰
詞

が
抽
象
的
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
関
係
性
は
薄
れ
て
い
く
か
ら

で
あ
る
。

一
方
で
、
比
喰
表
現
は
間
接
性
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
話
し
手
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、

受
け
手
も
そ
の
意
図
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
入
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も

し
も
、
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す
る
こ
と
だ
け
が
比
聡
表
現
の

目
的
で
あ
れ
ば
、
間
接
性
と
は
言
い
な
が
ら
や
は
り
聡
詞
が
よ
り

具
体
的
に
為
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
特
に
最
近
の
傾
向
と
し
て
比
聡
の
間
接
性
を
積
極
的

に
利
用
し
た
新
し
い
働
き
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
イ

メ
ー
ジ
の
拡
張
」
で
あ
る
。
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
で
表
現
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
語
り
手
が
意
識
し
た
も
の
と
受
け
手
が
想
像
す

る
も
の
が
全
く
同
じ
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
要
す
る
に
ー
で
あ
っ

て
も
H
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
完
全
に
同
じ
で
は
な

い
部
分
に
受
け
手
の
思
考
を
わ
ざ
と
寄
り
道
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
喰
詞
に
お
い
て
本
来
被
聡
詞
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す

る
働
き
し
か
な
か
っ
た
も
の
に
、
十
α
の
要
素
を
加
え
る
こ
と
が
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で
き
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
比
喰
の
働
き
に
沿
っ
て
考

え
れ
ば
、
直
喰
表
現
に
お
い
て
は
比
喰
指
標
に
よ
っ
て
比
喰
で
あ

る
こ
と
が
明
示
で
き
る
以
上
、
被
喰
詞
に
比
べ
具
体
性
を
欠
い
た

表
現
が
喰
詞
に
あ
っ
て
も
表
現
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
考
察
例
@
の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー

ジ
の
拡
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
夢
を
見
る
細
い
魚
」
、
こ
れ
が
非
現
実
的
な
表
現
と
い
う
の

は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
で
は
、
受
け
手
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
夢
を
見
る
こ
と
の
で
き

る
魚
(
も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
存
在
)
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ

す
る
の
か
。
受
け
子
の
考
え
の
一
過
程
と
し
て
は
、
そ
れ
も
考
え

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
「
夢
を
見
る
」
こ
と
も
「
細
い
魚
」
も

想
像
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
全
体
で
捉
え
た
こ
の

非
現
実
の
世
界
を
具
体
化
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
魚

は
夢
を
見
る
か
ど
う
か
さ
え
分
か
ら
な
い
の
だ
。
そ
こ
で
受
け
手

が
次
に
気
づ
く
こ
と
は
、
こ
れ
は
直
職
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

こ
の
喰
詞
に
対
し
て
、
受
け
子
は
そ
の
全
体
の
イ
メ
ー
ジ
を
具

体
化
す
る
必
要
は
な
い
。
被
峨
詞
と
リ
ン
ク
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
喰

詞
上
に
見
出
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
限
定
さ
れ
た
聡

詞
と
し
て
全
体
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
聡
詞
を
分
解
し
て
イ
メ

ー
ジ
を
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
夢
を
見
る
細
い
魚
」

「
夢
を
見
る
」
・
:
眠
っ
た
ま
ま
の
彼
女
の
状
態

「
細
い
魚
」
:
・
細
い
魚
の
泳
ぎ
方
、
細
い
姿
な
ど
北
彼
女
の
自

然
で
優
雅
な
動
き
〔
眠
っ
た
ま
ま
床
を
横
切

り
/
ほ
ん
の
少
し
聞
い
た
ド
ア
の
す
き
ま
か
ら

す
る
り
と
出
て
い
く
て
背
が
高
く
ほ
っ
そ
り

と
し
た
彼
女
の
容
姿

作
者
(
語
り
子
)
の
意
識
が
明
一
一
目
さ
れ
て
い
な
い
以
上
こ
れ
が
正

解
で
あ
る
と
断
言
は
で
き
な
い
が
、
喰
詞
と
被
喰
詞
の
関
係
性
が

よ
り
明
確
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。
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※
こ
の
例
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
も
登
場
す
る

E
・
サ
テ
ィ
の
楽
曲
に
「
夢
を

見
る
魚
」
が
あ
る
。
比
輸
の
対
象
で
あ
る
佐
伯
が
音
楽
関
係
者
で
あ
る
こ
と
、

村
上
自
身
ク
ラ
シ
ッ
ク
及
び
ジ
ャ
ズ
に
深
い
関
心
が
あ
り
、
サ
テ
ィ
の
楽
曲

は
ジ
ャ
ズ
に
も
よ
く
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
れ
に
つ

い
て
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
可
能
性
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
直
職
表
現
の
構

成
に
絞
っ
た
考
察
と
す
る
。

も
う
一
つ
、
考
察
例
を
挙
げ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

@
 

「
(
う
ら
ぶ
れ
た
人
々
が
う
ら
ぶ
れ
た
仕
事
を
し
て
う
ら
ぶ
れ

た
日
々
を
送
っ
て
い
る
う
ら
ぶ
れ
た
)
ビ
ル
の
上
に
浮
か
ん
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だ
雲
は
、
①
長
い
間
取
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
真
空
掃
除
機
の

ほ
こ
り
の
硬
い
塊
み
た
い
に
見
え
た
。
あ
る
い
は
②
第
三
次

産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
社
会
的
諸
矛
盾
を
、
い
く
つ
か
の

か
た
ち
に
凝
縮
し
て
そ
の
ま
ま
空
に
浮
か
べ
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
」
{
詑
章
】

こ
の
①
と
②
は
、
同
じ
被
喰
詞
に
対
応
す
る
瞭
詞
ど
う
し
と
い

っ
て
も
、
一
般
的
な
認
識
に
お
い
て
、
「
真
空
掃
除
機
の
ほ
こ
り

の
硬
い
塊
」
と
、
「
第
三
次
産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
社
会
的
諸

矛
盾
」
の
聞
を
①
H
②
、
も
し
く
は
①
X
②
と
繋
ぐ
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
の
意
昧
で
は
形
通
り
、
ま
る
で
独
立
し
た
二
つ
の
文
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
①
と
②
は
被
喰
認
の
何
に
つ
い
て
表
さ
れ

た
も
の
な
の
か
。
考
察
例
@
と
同
じ
よ
う
に
聡
詞
に
着
目
、
分
解

し
て
考
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
「
長
い
間
取
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
真
空
掃
除
機
の
ほ
こ
り

の
硬
い
塊
」

「
長
い
間
取
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
」
:
・
忘
れ
ら
れ
て
い
た
存
在

「
真
空
掃
除
機
」
・
:
日
常
的
、
人
工
的
(
人
が
生
み
出
し
た

も
の
)

「
ほ
こ
り
」
:
・
不
要
な
も
の

「
硬
い
塊
」
・
:
凝
縮
、
集
め
て
固
め
ら
れ
た
も
の

ー
人
か
ら
忘
れ
ら
れ
て
い
た
存
在
で
あ
り
、
且
つ
必
要
の

な
い
も
の
を
集
め
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
存
在

で
あ
る
が
、
日
常
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の

ー
人
間
の
エ
ゴ
が
生
ん
だ
矛
盾

②
「
第
三
次
産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
社
会
的
諸
矛
盾
を
、

い
く
つ
か
の
か
た
ち
に
凝
縮
し
て
そ
の
ま
ま
空
に
浮
か
べ

た
も
の
」

「
第
三
次
産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
社
会
的
諸
矛
盾
」
・
:
よ

り
良
い
暮
ら
し
を
追
及
し
た
結
果
、
生
活
が
便
利
に
な
る

一
方
で
環
境
が
破
壊
さ
れ
る
、
忙
し
さ
で
生
活
に
ゆ
と
り

が
な
く
な
る
な
ど
と
い
っ
た
現
実
に
存
在
す
る
社
会
の
矛

盾
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①
と
②
、
以
上
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
を
分
解
し
て
み
て
み
る
と
、

文
全
体
で
み
た
と
き
に
あ
れ
だ
け
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
二

つ
の
文
が
、
繋
が
っ
て
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
②
で
は
わ
か

り
づ
ら
い
部
分
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
①
を
分
解
す
る
こ
と
で
出

て
き
た
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
と
繋
が
る
と
、
②
が
①
全
体
で
み
た
と

き
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
相
候
っ
て
分
か
り
ゃ
す
く
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
①
「
あ
る
い
は
」
②
と
し
た
理
由
、
つ
ま

り
①
だ
け
で
は
見
落
と
し
て
し
ま
い
そ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
一
見

関
係
な
さ
そ
う
で
更
に
イ
メ
ー
ジ
し
難
い
②
を
並
立
さ
せ
て
結
ぶ

こ
と
で
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。



ま
た
、
こ
の
並
立
的
な
直
職
を
文
全
体
で
捉
え
、
意
味
を
見
出

す
こ
と
も
で
き
る
。

①
「
長
い
間
取
り
出
さ
れ
な
か
っ
た
真
空
掃
除
機
の
ほ
こ
り

の
硬
い
塊
」

・
:
雲
の
外
見
、
様
子

②
「
第
三
次
産
業
革
命
が
生
み
出
し
た
社
会
的
諸
矛
盾
を
、

い
く
つ
か
の
か
た
ち
に
凝
縮
し
て
そ
の
ま
ま
空
に
浮
か
べ

た
も
の
」

・
・
・
雲
の
存
在
理
由

こ
れ
は
、
受
け
手
に
強
調
し
た
い
イ
メ
ー
ジ
が
①
と
②
で
は
遣

う
、
と
い
う
考
え
方
だ
。
こ
れ
は
前
者
の
、
①
と
②
は
同
じ
イ
メ

ー
ジ
を
持
ち
、
ど
ち
ら
も
被
峨
詞
を
喚
起
す
る
存
在
だ
と
い
う
こ

と
と
、
全
く
逆
の
発
想
で
あ
る
。
関
係
的
に
は
被
喰
調
に
対
し
て

①
と
②
、
と
も
に
同
等
の
存
在
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
の
違
い
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
イ
メ
ー
ジ
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
察
例
@
で
は
、
た
っ
た
一
つ
の
表
現
か
ら
二
つ

(
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
以
上
の
)
見
方
が
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
こ

の
う
ち
ど
れ
が
真
実
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
は
愚
問
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
第
二
章
の
は
じ
め
に
挙
げ
た
村
上
自
身
の
言
葉
に
あ
る
よ

う
に
、
決
定
権
を
託
さ
れ
て
い
る
の
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
だ
か
ら
だ
。

そ
れ
よ
り
も
大
事
な
の
は
、
同
じ
被
喰
詞
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
角
度
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
で
、
受
け

手
は
一
つ
の
被
峨
詞
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
情
報
を
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
直
喰
の
構
造
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
直
輸
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
比
聡
全
体

で
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
ら
り
と
読
み
流
し
て
し

ま
え
そ
う
な
箇
所
に
、
比
喰
指
標
を
明
示
す
る
こ
と
で
「
こ
こ
に

は
仕
掛
け
が
あ
る
」
と
受
け
手
の
注
意
を
注
が
せ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。
そ
し
て
、
受
け
手
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
仕
掛
け
を

大
々
的
に
宣
言
で
き
る
の
は
、
直
輸
だ
か
ら
こ
そ
で
、
そ
う
い
う

方
向
に
受
け
子
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

表
現
の
幅
を
そ
れ
だ
け
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
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こ
の
よ
う
に
、
考
察
例
@
及
び
@
で
は
、
喰
詞
を
細
か
く
限
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
新
し

い
複
合
語
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
の
幅
を
大

き
く
広
げ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
形
で
表
現
が
な
さ
れ
た
の
か
。

そ
の
動
機
の
部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
章
の
最
後
に
考
察
を
加
え
る

が
、
こ
こ
に
至
る
喰
詞
の
分
解
と
い
う
作
業
を
通
し
て
、
構
造
的

に
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
上
春
樹
の
@
や
@
の
比
喰
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表
現
は
表
現
と
し
て
強
調
し
た
い
部
分
が
複
数
あ
る
表
現
だ
と
い

う
こ
と
だ
。

例
え
ば
、

A
さ
ん
の
母
性
豊
か
で
優
し
い
と
い
う
点
を
強
調
し

た
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
「
A
さ
ん
は
母
親
の
よ
う
だ
」

と
い
う
表
現
が
可
能
だ
。
だ
が
、
こ
れ
に
そ
う
い
う
A
さ
ん
に
神

聖
な
、
あ
る
い
は
象
徴
的
な
感
じ
を
受
け
る
よ
う
な
表
現
に
し
た

い
と
な
る
と
、
「
A
さ
ん
は
聖
母
マ
リ
ア
の
よ
う
だ
」
と
い
う
表

現
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
。
更
に
そ
れ
に
困
っ
て
い
る
人
を
放
っ

て
お
け
な
い
性
質
、
と
い
う
部
分
も
表
現
に
組
み
込
み
た
い
場
合

に
は
、
「
A
さ
ん
は
、
ま
る
で
救
済
を
求
め
る
人
々
に
自
ら
語
り

か
け
る
聖
母
マ
リ
ア
の
よ
う
だ
」
と
い
う
表
現
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
優
し
い
」
と
い
う
一
つ
の
テ
l
マ
の
あ
る
部
分
を

限
定
・
特
化
す
る
こ
と
も
喰
詞
が
細
か
く
限
定
し
た
表
現
に
な
る

原
因
だ
。

し
か
し
、
村
上
の
想
像
は
こ
こ
で
終
わ
ら
な
い
。
村
上
は
同
じ

文
の
中
に
さ
ら
に
一
つ
、
二
つ
と
強
調
し
た
い
テ
l
マ
を
追
加
し

て
い
く
。
先
ほ
ど
の
「
A
さ
ん
は
聖
母
マ
リ
ア
の
よ
う
だ
」
の
例

を
使
っ
て
、

A
さ
ん
は
幼
い
容
姿
を
し
て
い
る
と
い
う
テ
l
マ
を

比
喰
的
に
追
加
し
て
み
る
。
そ
し
て
そ
の
比
聡
表
現
と
し
て
「
A

さ
ん
は
ま
る
で
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た
聖
母
マ
リ
ア
の
よ
う
だ
」

と
文
章
に
表
し
て
み
よ
う
。
一
つ
の
テ
1
マ
で
聡
詞
を
限
定
し
て

い
っ
た
場
合
の
例
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
。
そ
れ

は
考
察
例
@
@
と
同
じ
よ
う
に
、
文
字
通
り
読
ん
だ
文
面
か
ら
は

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
湧
か
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で

の
問
題
は
、
ど
う
し
て
「
聖
母
が
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
て
い
る

の
か
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
「
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背

負
う
」
と
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
い
う
常
識
で
は
繋
が
ら
な
い
言
葉

が
喰
詞
に
二
つ
一
緒
に
組
み
込
ま
れ
た
か
が
重
要
な
の
だ
。
村
上

(
作
者
、
語
り
手
)
の
立
場
で
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
聡
詞
に

二
つ
一
緒
に
組
み
込
も
う
と
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
は
こ
の
「
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
負
っ
た
聖
母
マ
リ
ア
」
の
例
文
の

よ
う
に
、
一
文
で
表
現
し
た
い
テ
1
マ
が
二
つ
以
上
あ
っ
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。

考
察
例
@
の
中
で
も
述
べ
た
が
、
比
喰
と
は
間
接
性
を
備
え
た

表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
受
け
手
が
理
解
し
よ
う
と
考
え
る
プ
ロ

セ
ス
が
必
要
だ
。
こ
れ
は
比
喰
表
現
と
し
て
提
示
す
る
以
上
、
ど

れ
ほ
ど
慣
用
的
に
使
い
古
さ
れ
た
表
現
で
あ
っ
て
も
理
論
的
に
は

同
じ
で
あ
る
(
た
だ
し
慣
用
的
な
場
合
は
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
省

略
さ
れ
る
こ
と
か
ら
比
喰
と
し
な
い
と
い
う
中
村
氏
他
の
説
も
あ

る
)
。
そ
の
共
通
点
や
意
外
性
の
発
見
、
狙
っ
て
い
た
効
果
に
つ

い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
受
け
手
に
表
現
と
し
て
見
ら
れ
な
い

ま
ま
文
章
に
埋
も
れ
、
流
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
ど
ち
ら
に
し
て
も

比
峨
と
し
て
の
効
果
は
な
い
。
村
上
は
、
直
職
と
し
て
そ
の
存
在

を
主
張
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
文
字
通
り
読
む
と
多
少
理
解
し
づ

ら
く
な
っ
て
も
強
調
し
た
い
テ
l
マ
を
た
く
さ
ん
盛
り
込
ん
だ
聡

詞
を
の
せ
る
こ
と
も
、
表
現
方
法
の
一
つ
と
し
て
可
能
だ
、
と
考

唱ーヮ“
唱
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え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
喰
詞
の
存
在

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
直
峨
表
現
に
お
け
る
効
果
に
つ
い
て
具

体
的
な
考
察
例
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
喰
詞

と
は
ど
う
い
う
存
在
で
あ
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
存
在
す
る

理
由
|
|
意
義
は
あ
る
の
か
。
次
の
考
察
例
@
は
そ
れ
に
つ
い
て

考
え
さ
せ
ら
れ
る
好
例
で
あ
る
。

@
 

「
茂
み
の
中
で
少
し
ず
つ
身
体
を
動
か
し
、
子
の
届
く
範
囲

を
ひ
と
と
お
り
探
っ
て
み
る
。
し
か
し
僕
の
子
は
、
い
じ
め

ら
れ
た
動
物
の
心
み
た
い
に
硬
く
ね
じ
く
れ
た
濯
木
の
枝
に

し
か
触
れ
な
い
」

{
9章】

こ
れ
は
物
語
の
中
盤
に
、
主
人
公
の
状
況
説
明
の
中
で
使
わ
れ

て
い
る
直
隙
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
も
考
察
例
@
や
@
と
同
様
、
職

詞
の
表
現
が
、
一
般
的
に
分
か
り
難
い
も
の
だ
。
更
に
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
被
喰
詞
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
濯
木
の
枝
」
が
、
聡

詞
「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
の
心
」
よ
り
も
具
体
的
で
あ
り
、
イ
メ

ー
ジ
し
や
す
い
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
喰
詞
に
、

受
け
手
に
対
し
て
被
喰
詞
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す
る
と
い

う
働
き
し
か
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
わ
か
り
に
く
い
喰
詞
は
い

く
ら
比
総
指
標
を
伴
っ
て
い
て
も
比
峨
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
比
聡
の
働
き
、
イ

メ
ー
ジ
の
拡
張
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
物
語
上
重
要

な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

そ
こ
で
、
被
喰
謂
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
潅
木
の
枝
」
で
受
け
手

の
理
解
が
十
分
得
ら
れ
る
も
の
を
、
ど
う
し
て
よ
り
理
解
し
難
い

聡
詞
「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
の
心
」
を
用
い
敢
え
て
直
職
表
現
で

繋
い
で
ま
で
こ
こ
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い

う
存
在
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
で
は
、
こ
こ
で
も
ま
ず
喰
詞
を

分
解
す
る
こ
と
で
イ
メ
ー
ジ
を
掴
ん
で
み
る
こ
と
と
す
る
。

「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
の
心
」

「
い
じ
め
ら
れ
た
」
:
・
被
害
者
、
抵
抗
で
き
な
い
者

「
動
物
」
:
・
生
き
物
、
特
に
人
以
外
の
も
の

「
心
」
・
:
気
持
ち
、
感
情

X
人
間
に
抵
抗
で
き
な
い
生
き
物
、
人
間
に
虐
げ
ら
れ
て
い

る
生
き
物
、
人
間
以
下
だ
と
さ
れ
て
い
る
生
き
物
、
そ
し

て
人
聞
に
は
理
解
さ
れ
な
い
そ
の
気
持
ち
、
理
不
尽
さ
、

不
条
理
さ

-122-

こ
の
よ
う
に
喰
詞
を
分
解
す
る
こ
と
で
、
そ
の
喰
詞
自
体
の
イ

メ
ー
ジ
を
あ
る
程
度
掴
む
こ
と
は
で
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
で
も
ま

だ
被
喰
詞
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
濯
木
の
枝
」
と
の
繋
が
り
が
み
え



一村上春樹『海辺のカフカjにおける直輸表現に着目して現代における比輸の構造とその効果

て
こ
な
い
。
敢
え
て
い
う
な
ら
、
そ
の
理
不
尽
さ
が
形
作
ら
れ
れ

ば
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
潅
木
の
枝
」
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
と

被
喰
詞
に
よ
っ
て
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
着
く
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
が
直
喰
表
現
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
喰
詞
は
被
峨
詞
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強

調
す
る
の
が
基
本
的
な
働
き
で
あ
る
、
さ
ら
に
被
聡
詞
と
喰
詞
の

関
係
性
、
特
に
間
接
性
と
い
う
性
質
か
ら
起
こ
る
イ
メ
ー
ジ
の
拡

張
が
比
喰
表
現
の
働
き
の
一
つ
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述

べ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
被
聡
詞
と
な
る
語
あ
り
き
、
と
い
う
考
え

が
基
本
に
あ
り
、
喰
詞
は
そ
の
付
属
物
的
な
扱
い
で
し
か
な
か
っ

た。

こ
の
「
被
喰
詞
あ
り
き
」
の
考
え
方
は
被
喰
詞
の
イ

メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
絶
対
か
も
し
れ
な

い
が
、
被
喰
詞
と
聡
詞
の
関
係
性
、
特
に
間
接
性
と
い
う
性
質
か

ら
起
こ
る
イ
メ
ー
ジ
の
拡
張
に
お
い
て
は
、
そ
の
構
造
か
ら
考
え

る
と
「
喰
詞
あ
り
き
」
の
考
え
方
も
成
立
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
比
喰
表
現
に
お
い
て
被
喰
詞
と
聡
詞
は

同
等
の
立
場
で
あ
る
、
と
お
く
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の

例
文
に
お
い
て
は
、
被
聡
詞
よ
り
も
峨
詞
の
方
が
存
在
と
し
て
立

場
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
比
喰
の
成
立
過
程
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
非
常
に
特
異
な

発
想
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
イ
メ
ー
ジ
の
拡
張
と
い
う
働

し
か
し
、

き
が
、
比
喰
に
お
い
て
補
助
的
な
働
き
で
は
な
く
、
比
喰
の
働
き

の
一
つ
と
し
て
確
立
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な

発
想
、
ま
た
使
用
法
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
か
ら
こ
の
表
現
を
仮
に
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
生
ま
れ
た

直
職
表
現
だ
と
し
よ
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
立
場
で
喰
詞
が

存
在
す
る
と
し
て
、
語
り
手
は
何
を
受
け
手
に
伝
え
よ
う
と
し
た

の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
重
要
な
事
実
と
し
て
、
こ
の
物
語
中

に
は
実
際
に
「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
」
が
登
場
す
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
ジ
ョ
ニ

l
・
ウ
ォ

l
カ
!
と
い
う
謎
の
登
場
人
物
に
よ

っ
て
残
虐
に
殺
害
さ
れ
て
い
く
猫
た
ち
だ
。
そ
の
動
機
も
「
猫
の

魂
を
集
め
、
笛
を
作
る
」
と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
宗
教
性
を
は
ら

ん
だ
、
且
つ
理
不
尽
極
ま
り
な
い
も
の
だ
。
こ
の
ジ
ョ
ニ

I
・
ウ

ォ
!
カ
!
と
い
う
男
は
、
一
見
主
人
公
カ
フ
カ
少
年
の
父
、
田
村

浩
一
と
同
一
人
物
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
存
在
に
つ

い
て
加
藤
典
洋
氏
は
『
村
上
春
樹
イ
エ
ロ
ー
ペ

l
ジ
』
で
文
学
的

な
見
地
か
ら
こ
の
猫
殺
し
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

qa 
ワ臼

『
(
カ
ブ
カ
少
年
が
旅
先
で
偶
然
猫
と
出
会
い
、
ふ
れ
あ
う
場
面
)

人
な
れ
し
て
い
る
の
か
、
僕
が
下
り
て
い
っ
て
も
立
ち
あ

が
る
気
配
も
見
せ
な
い
。
と
な
り
に
座
っ
て
、
し
ば
ら
く
そ

の
大
き
な
雄
猫
の
身
体
を
撫
で
る
。
な
つ
か
し
い
感
触
だ
。

も
し
、
わ
た
し
の
仮
定
の
よ
う
に
村
上
が
こ
の
小
説
を
構



想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
一
方
の
発
想
の
淵
源
に
神
戸
児
童
連

続
殺
傷
事
件
の
犯
人
の
像
を
お
い
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
れ

ま
で
「
一
度
も
笑
」
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
の
少
年
が
猫
の
感

触
を
「
な
つ
か
し
」
が
る
理
由
は
一
つ
し
か
な
い
。
そ
れ
は

彼
が
事
件
の
犯
人
の
少
年
と
同
じ
く
、
猫
を
迫
害
し
、
い
じ

め
、
と
き
に
殺
害
し
さ
え
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
』

加
藤
氏
は
こ
の
説
の
根
拠
と
し
て
、
こ
の
他
に
も
物
語
上
こ
の

記
述
以
外
に
は
カ
ブ
カ
少
年
が
猫
を
飼
っ
て
い
た
(
あ
る
い
は
可

愛
が
っ
て
い
た
)
と
い
う
記
述
は
な
い
な
ど
、
い
く
つ
か
の
指
摘

を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
物
語
の
中
で
実
際
に
猫
殺
し
を
働
い
た

ジ
ョ
ニ

l
・
ウ
ォ

l
カ
!
と
は
、
カ
フ
カ
少
年
の
一
部
(
分
身
)
の

よ
う
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る

が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
物
語
の
テ
1
マ
に
関
わ
る
重

大
な
事
実
と
な
る
。

ま
た
「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
の
心
」
と
い
う
表
現
が
喰
詞
と
し

て
は
唐
突
で
あ
り
理
解
し
難
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
こ
で
の
主

格
(
語
り
手
)
で
あ
る
カ
ブ
カ
少
年
に
と
っ
て
は
容
易
に
理
解
で
き

る
も
の
だ
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
逆
に
い
え
ば
、

こ
れ
は
カ
フ
カ
少
年
が
読
者
(
受
け
手
)
に
真
実
を
垣
間
見
せ
た
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
だ
っ
た
と
取
れ
な
く
も
な
い
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
加
藤
氏
の
説
の
正
否
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
加
藤
氏
が
示
し
た
よ
う
な
文
学
的
な
解
釈
が
可

能
と
す
る
な
ら
ば
、
直
喰
表
現
と
し
て
使
わ
れ
た
「
川
は
削
引
制

た
動
物
の
心
」
の
部
分
が
重
要
度
を
増
す
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
物
語
の
流
れ
と
し
て
は
被
聡
詞
「
硬
く
ね
じ
く

れ
た
濯
木
の
枝
」
の
描
写
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
文
に

は
喰
詞
「
い
じ
め
ら
れ
た
動
物
の
心
」
と
い
う
語
句
を
挿
入
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
流
れ
に
違
和
感
を
与
え
て
い
る
。
そ
も
そ

も
、
被
喰
詞
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
潅
木
の
枝
」
は
、
物
語
上
で
も

重
要
な
意
味
を
担
う
言
葉
で
は
な
く
、
カ
フ
カ
少
年
の
状
況
描
写

表
現
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
喰
詞
「
い
じ
め

ら
れ
た
動
物
の
心
」
と
い
う
語
句
を
い
き
な
り
挿
入
し
た
の
で
は

物
語
の
流
れ
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
、
い
わ
ば

P

繋、ぎ
H

の
役
割
を
担

っ
て
被
喰
詞
「
硬
く
ね
じ
く
れ
た
濯
木
の
枝
」
は
存
在
し
た
、
と

も
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
被
峨
詞
・
喰
詞
を
比
較
し
て
文
脈
か
ら

そ
の
必
要
性
を
考
え
て
い
く
と
、
表
現
と
し
て
喰
詞
「
い
じ
め
ら

れ
た
動
物
の
心
」
の
方
が
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、

一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
喰
詞
の
方
が
注
目
さ
れ
る
と

い
う
結
果
は
、
こ
れ
ま
で
の
被
喰
詞
の
存
在
を
前
提
と
し
て
き
た

考
え
方
を
覆
す
も
の
で
あ
る
。
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第
三
節
村
上
春
樹
の
直
喰

こ
れ
ま
で
多
く
の
村
上
春
樹
の
研
究
者
が
解
明
で
き
な
か
っ
た

村
上
の
直
喰
表
現
に
つ
い
て
、
喰
詞
を
単
語
レ
ベ
ル
に
ま
で
分
解



現代における比瞭の構造とその効果 村上春樹『海辺のカフカ』における直職表現に着目して一

す
る
こ
と
で
「
独
特
」
「
ユ
ニ
ー
ク
」
と
評
さ
れ
る
村
上
の
比
喰

表
現
効
果
の
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
と
め
る
と
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

(

一

)
修
飾
語
を
重
ね
聡
詞
を
細
か
く
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
複
数
の
テ
l
マ
存
二
つ
の
喰
詞
の
中
に
複
雑
に
組

み
合
わ
せ
た
聡
詞
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー

ジ
の
拡
張
の
幅
を
大
き
く
広
げ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
。

(一一)
被
聡
詞
と
聡
詞
の
関
係
に
お
い
て
、
比
峨
の
「
峨
詞
は
被
聡

詞
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
・
強
調
す
る
こ
と
」
と
い
う
働
き
を

中
心
に
据
え
、
ま
ず
「
被
瞭
詞
あ
り
き
」
だ
っ
た
も
の
が
、

次
第
に
「
イ
メ
ー
ジ
の
拡
張
」
と
い
う
新
し
い
働
き
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
喰
詞
を
被
喰
詞
と
同
格
と
し
、
あ
る
い
は

喰
詞
の
方
を
重
要
視
す
る
表
現
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
。

村
上
は
常
に
読
者
の
思
考
を
促
し
て
い
る
。
読
者
自
身
が
気
づ

き
、
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
の
、
そ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
決
定
権
す
ら
、
読
者
に
預
け
て
い
る
。
「
自
分
で
考

え
、
自
分
の
答
え
を
出
し
て
く
だ
さ
い
」
と
。
少
な
く
と
も
彼
の

物
語
の
中
で
は
万
人
共
通
で
恒
久
の
答
え
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ

が
「
世
界
の
混
沌
性
」
を
「
有
機
的
に
相
対
化
す
る
」
と
い
う
、

言
い
換
え
れ
ば
、
「
世
界
の
真
理
は
一
つ
で
は
な
く
、
混
沌
と
し

て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
「
小
説
の
中
の
世
界
に
相
対
化
し
て
表

す
こ
と
で
読
者
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
す
る
」
と
い
う
こ
と

が
、
村
上
の
考
え
る
現
代
の
小
説
的
責
任
な
の
だ
。
世
界
の
混
沌

性
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
更
に
分
か
り
ゃ
す
い
二
一
一
口
葉
で
説

明
す
る
と
「
十
人
十
色
」
と
い
う
四
文
字
熟
語
が
あ
る
が
、
村
上

は
そ
の
真
実
を
伝
え
る
こ
と
こ
そ
小
説
的
責
任
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。そ

し
て
比
喰
表
現
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
役
割
は
、
「
世
界
の

混
沌
性
を
鋭
く
振
り
払
う
」
、
つ
ま
り
小
説
家
が
「
現
実
の
混
沌

性
を
否
定
し
、
た
だ
一
つ
を
真
実
と
す
る
こ
と
」
が
、
そ
し
て
読

者
に
た
だ
一
つ
の
真
実
を
求
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
す
る

こ
と
が
小
説
的
責
任
と
感
じ
て
い
た
「
前
世
代
の
小
説
家
」
の
役

割
(
例
え
ば
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
含
ん
だ
風
刺
小
説
な
ど
)
よ
り

も
そ
の
創
作
過
程
に
お
い
て
複
雑
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
だ

け
答
え
が
で
る
可
能
性
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
そ

の
よ
う
な
村
上
の
考
え
方
は
、
既
存
の
定
義
に
と
ら
わ
れ
ず
自
由

に
比
聡
表
現
を
構
築
し
て
い
っ
た
点
、
ま
た
そ
の
比
喰
表
現
を
実

際
に
目
の
当
た
り
に
す
る
読
者
(
受
け
手
)
に
イ
メ
ー
ジ
の
拡
張
の

余
地
を
与
え
た
点
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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第
三
章

進
化
す
る
比
喰

第
一
章
で
は
比
喰
、
そ
し
て
直
喰
の
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
述

べ
、
更
に
ど
こ
で
「
生
き
た
表
現
」
と
し
て
の
線
引
き
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
か
、
比
喰
の
も
つ
表
現
と
し
て
の
無
限
の
可
能
性
は

ど
こ
ま
で
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
た
。
そ

し
て
続
く
第
二
章
で
村
上
春
樹
の
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』
を
取
り
上

げ
、
旦
〈
体
的
に
例
を
挙
げ
直
職
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

ま
ず
「
生
き
た
表
現
」
の
線
引
き
を
ど
こ
で
行
う
か
、
こ
の
問

題
に
関
し
て
村
上
が
「
海
辺
の
カ
ブ
カ
』
の
中
に
残
し
た
、
こ
ん

な
言
葉
が
あ
る
。

「
世
界
は
メ
タ
フ
ァ

i
だ
、
田
村
カ
ブ
カ
く
ん
」
【
的
章
】

前
章
の
最
後
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
村
上
の
基
本
的
な
考
え
方

と
し
て
、
世
界
に
真
理
は
一
つ
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
は
人
間
一
人
ひ
と
り
違
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
違

っ
て
当
然
だ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
作
中
主
人
公
に
ヒ
ン

ト
を
与
え
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
大
島
が
、
物
語
の
最
後
に
残

し
た
こ
の
言
葉
は
、
作
品
全
体
を
通
し
て
何
度
も
使
用
さ
れ
た
言

葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
稿
者
は
こ
の
言
葉
が
物
語
の
構
成
と
し
て

だ
け
で
は
な
く
、
物
語
に
使
わ
れ
る
文
章
表
現
全
体
に
も
関
わ
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
読
者
(
受
け

手
)
に
と
っ
て
は
(
あ
る
い
は
、
あ
る
読
者
に
と
っ
て
は
)
物
語
全

体
が
メ
タ
フ
ァ

l
(
こ
の
場
合
、
何
か
を
代
用
し
た
も
の
の
意
)
で

あ
り
、
そ
の
仕
掛
け
に
気
づ
く
か
気
づ
か
な
い
か
は
読
者
一
人
ひ

と
り
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
読
者
に
そ
の
裏
を
気

づ
か
れ
た
表
現
は
「
生
き
た
表
現
」
と
な
り
、
逆
に
気
づ
か
れ
ず

見
過
ご
さ
れ
て
し
ま
っ
た
表
現
は
「
死
ん
だ
表
現
」
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
読
者
が
表
現
だ
と
思
っ
た
箇
所
が
作
者
の
意
図
に
関
係

な
く
表
現
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
た
だ
、
作
者

の
意
図
に
関
係
な
く
と
い
う
偶
然
は
ご
く
稀
な
ケ
l
ス
で
あ
る
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
表
現
者
(
作
者
)
が
知
っ
て
い
る
範
囲
で
し
か

表
現
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
は
比
聡
と
か
直
職
・
隠
喰
と

い
う
問
題
で
は
な
く
、
全
て
の
文
章
表
現
に
お
い
て
線
引
き
は
読

者
個
人
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

今
回
、
稿
者
は
村
上
の
比
喰
表
現
に
ま
ず
疑
問
を
抱
き
、
直
職

表
現
の
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
考
察
を
し
、
そ
し
て
そ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
一
端
を
掴
ん
だ
。
だ
が
、
こ
れ
も
気
づ
か
な
い
人
に
と
っ

て
は
た
だ
の
描
写
の
一
つ
で
し
か
な
い
部
分
で
あ
る
し
、
稿
者
よ

り
も
深
い
考
察
に
至
っ
た
人
に
と
っ
て
は
こ
の
考
え
は
ま
だ
ま
だ

甘
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

結
局
、
「
生
き
た
表
現
」
と
し
て
の
線
引
き
な
ど
行
う
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
だ
け
比
喰
と
し
て
の
可
能
性
も
気

P
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一'‘ 二込i.咽 2・i主

一村上春樹『海辺のカフカ』における直輸表現に着目して一

づ
く
こ
と
の
で
き
る
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
し
、
そ
の
広
さ
を
測
り

知
る
こ
と
な
ど
も
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時

に
、
そ
れ
ら
を
仕
掛
け
る
語
り
手
が
ど
れ
だ
け
そ
の
可
能
性
に
気

づ
き
、
表
現
と
し
て
操
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ

る
。
直
職
表
現
に
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
が
あ
る
こ
と
に
稿
者
が
気

づ
い
た
の
は
、
村
上
が
そ
れ
だ
け
直
輸
の
可
能
性
の
現
時
点
で
の

限
界
に
近
づ
き
、
そ
の
特
性
を
最
大
限
に
利
用
し
て
表
現
し
た
結

果
だ
か
ら
だ
ろ
う
。

表
現
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
新
し
い
表
現
の
開

拓
に
も
繋
が
る
。
第
一
章
第
二
節
で
直
喰
表
現
の
機
能
に
つ
い
て

隠
喰
と
の
違
い
か
ら
述
べ
る
際
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
に
触

れ
た
が
、
彼
は
直
喰
と
隠
隙
を
は
っ
き
り
区
別
し
な
い
、
ば
か
り
か
、

そ
の
形
態
が
た
と
え
る
も
の
と
た
と
え
ら
れ
る
も
の
の
二
項
か
ら

な
り
、
更
に
比
聡
指
標
で
は
っ
き
り
示
し
て
し
ま
う
直
喰
は
詩
作

に
お
い
て
都
会
風
で
華
や
か
な
《
徳
〉
が
な
い
こ
と
か
ら
隠
喰
に

従
属
す
る
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
逆
に
い
え
ば
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
直
喰
と
隠
喰
の
聞
に
二
一
一
口
語
形
式
の
違
い
し
か
見
出
せ

な
か
っ
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
定
義
づ
け
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
詩
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
そ
の

二
つ
の
表
現
に
隠
喰
優
位
の
上
下
関
係
を
示
し
た
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
現
代
か
ら

み
る
と
偏
り
の
あ
る
定
義
づ
け
を
行
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

現代における比輸の構造とその効果

そ
の

よ
う
に
定
義
づ
け
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
詩
が
そ
の
表

現
に
お
い
て
重
大
な
発
展
を
遂
げ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

単
純
な
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、
「
比
喰
指
標
で
は
っ
き
り
示
し
て
し

ま
う
直
輸
は
詩
作
に
お
い
て
都
会
風
で
華
や
か
な
〈
徳
》
が
な
い
」

と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
時
代
の
詩
作
で
は
、
同
じ
よ
う
な
働
き
を

す
る
な
ら
ば
感
覚
的
な
部
分
が
残
る
隠
聡
が
有
効
的
な
表
現
手
段

と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
続
く
詩
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
解
明
し
よ
う
と

す
る
研
究
者
に
と
っ
て
も
影
響
が
あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
村
上

も
、
そ
の
真
偽
を
証
明
で
き
な
い
の
が
残
念
で
は
あ
る
が
、
お
そ

ら
く
比
聡
や
直
聡
に
つ
い
て
独
自
に
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
し
、
表

現
し
た
い
わ
ば
表
現
の
開
拓
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ

そ
、
多
く
の
研
究
者
の
、
興
昧
の
対
象
と
な
り
続
け
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

門

iつ臼
唱

i

表
現
を
開
拓
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
概
念
を
捨
て
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
稿
者
が
こ
の
村
上
の
直
喰
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
解
明
に

至
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
言
わ
れ
て
き
た
直
職
の
定
義
だ
け
で
は
決

し
て
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
定
義
づ
け
さ
れ

て
い
る
直
職
と
隠
輸
の
壁
、
ま
た
は
修
辞
学
と
他
の
学
問
と
の
壁
、

そ
れ
ら
を
取
り
除
き
全
体
的
に
見
た
先
に
見
つ
け
た
結
果
で
あ
る
。

今
回
考
察
に
用
い
る
た
め
に
取
り
除
い
た
壁
以
外
に
も
、
稿
者
の

気
づ
か
な
い
と
こ
ろ
に
壁
は
存
在
し
続
け
て
お
り
、
そ
れ
を
除
い



た
と
き
に
ま
た
新
し
い
考
え
方
が
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
比
喰
表
現
の
構
造
が
再
構
築
さ
れ
て
い
く
こ
と
で
、
新
し
い
表

現
と
そ
の
効
果
は
生
ま
れ
、
可
能
性
は
無
限
に
広
が
る
の
で
あ
る
。

(注)
※
被
聡
詞
と
瞭
調
に
つ
い
て

本
文
中
、
比
聡
表
現
に
お
い
て
た
と
え
ら
れ
る
も
の
を
被
喰
詞
、
た
と
え
る

も
の
を
峨
詞
と
し
て
使
用
し
た
。
こ
れ
は
、
他
の
研
究
書
な
ど
で
二
一
一
口
わ
れ
る

被
聡
辞
・
瞭
辞
と
同
じ
意
味
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
「
辞
」
で
は
な
く

「
詞
」
と
し
た
例
は
稲
益
佐
知
子
氏
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
辞
書

的
な
意
昧
に
お
い
て
「
辞
」
と
「
詞
」
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の

研
究
書
の
多
く
が
(
特
に
年
代
が
遡
る
ほ
ど
)
「
辞
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
稿
者
は
今
回
テ
l
マ
に
し
た
こ
れ
ま
で
の
修
辞
学
的
な
比
輪
表
現
の
定

義
と
一
線
を
引
く
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
ほ
ぽ
同
義
で
あ
る
が
現
代
に
お
い

て
は
「
辞
」
よ
り
也
「
詞
」
の
方
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
本

文
中
「
調
」
の
字
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。

※
参
考
文
献
の
引
用
に
つ
い
て

本
稿
に
は
、
以
下
に
掲
げ
る
参
考
文
献
の
い
つ
か
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
が
、
内
容
を
要
約
す
る
形
で
取
り
上
げ
た
の
で
、
そ
の
文
献
名
や
所
在
を

細
か
く
明
記
し
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

参
考
文
献

・
村
上
春
樹
「
海
辺
の
カ
フ
カ
』
上

版
第
二
刷
発
行

・
村
上
春
樹
「
海
辺
の
カ
フ
カ
』
下

版
第
二
刷
発
行

・
村
上
春
樹
「
少
年
カ
フ
カ
」
新
潮
社

2
0
0
3
年
6
月
間
日
発
行

・
は
ん
ざ
わ
か
ん
い
ち
「
遊
び
と
し
て
の
比
時
も
ど
き
l
村
上
春
樹
論
の
た
め

新
潮
社

2
0
0
2
年
9
月
却
日
第
一

新
潮
社

2
0
0
2
年
9
月
初
日
第
一

『
文
学
芸
術
』

8
号
共
立
女
子
大
学

1
9
8
5
年
2
月
発
行

・
稲
益
佐
知
子
「
指
標
比
輸
に
お
け
る
聡
詞
の
は
た
ら
き
|
村
上
春
樹
の
聡
詞

を
手
が
か
り
と
し
て
」

『
都
大
研
究
」
お
号

・
深
津
謙
一
郎
「
村
上
春
樹
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
の
比
喰
表
現
」

『
表
現
研
究
」
剖
号
表
現
学
会

2
0
0
5年
3
月
白
日
発
行

・
芹
津
剛
「
直
輸
の
形
式
と
そ
の
意
味
i
共
通
性
の
言
語
化
を
め
ぐ
っ
て
l
」

『
国
文
学
会
誌
」
お
号
園
田
学
園
女
子
大
学
国
文
学
会

1
9
9
5
年
3

月
四
日
発
行

・
加
藤
典
洋
『
村
上
春
樹
イ
エ
ロ
1
ペ
ー
ジ
」

P
A
R
T
I

荒
地
出
版
社

1
9
9
6
年
初
版
発
行

・
加
藤
典
洋
『
村
上
春
樹
イ
エ
ロ

1
ペ
ー
ジ
」

P
A
R
T
2

荒
地
出
版
社

1
9
9
6
年
初
版
発
行

・
辻
本
圭
介
・
長
谷
川
英
子
他
『
僕
た
ち
の
好
き
な
村
上
春
樹
』
別
冊
宝
島
7

4
3

宝
島
社
2
0
0
3
年
3
月
発
行

・
中
村
明
「
比
隙
表
現
辞
典
」
角
川
小
辞
典
口
角
川
書
届

1
9
7
7
年
ロ

月
発
行

・
中
村
明
『
日
本
語
の
レ
ト
リ
ッ
ク
」
講
座
日
本
語
の
表
現
5

筑
摩
書
房

1
9
8
3
年
発
行

・
中
村
明
『
日
本
語
の
文
体
」
岩
波
書
底

1
9
9
3年
発
行

・
山
梨
正
明
『
比
喰
と
理
解
』
認
知
科
学
叢
書
日
東
京
大
学
出
版
会

8
8
年
発
行

・
赤
祖
父
哲
二
「
日
本
の
メ
タ
フ
ァ
l
』
比
較
文
化
叢
書
4

会
1
9
8
2
年
8
月
発
行

・
島
村
瀧
太
郎
「
新
美
辞
学
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

-128-

9 

東
京
大
学
出
版

1
9
0
2
年
発
行




