
社

子

春

伝

ー
そ
の
虚
像
と
実
像
H
H

席
代
小
説
社
子
春
伝
は
、
日
本
で
も
割
に
人
気
の
あ
る
作
品
の
一

つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
芥
川
竜
之
介
の
友
話
杜
子
春
に
よ
っ
て
広
く

幼
い
説
者
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
忠
わ
れ
る
。
事
実
、
日
本
で

社
子
春
伝
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
、
芥
川
の
作
品
が
ひ
き
あ
い
に
出

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
か
ら
当
然
予
想
さ
れ
る
の
は
社
子
春
伝

そ
の
も
の
の
評
価
に
、
芥
川
の
作
品
の
影
が
微
妙
に
映
っ
て
く
る
こ

と
で
あ
る
。
社
子
春
伝
は
大
よ
そ
一
千
年
以
前
に
中
間
で
書
か
れ
、

(
1〉

芥
川
の
社
子
春
に
議
か
れ
て
み
ハ
十
年
ほ
ど
し
か
た
っ
て
い
な
い
。
前

者
に
比
べ
て
後
者
が
格
段
に
わ
か
り
や
す
い
。
日
本
の
杜
子
春
伝
を

論
ず
る
人
々
の
大
半
は
、
ま
ず
幼
児
期
に
芥
川
の
作
を
読
み
、
後
で

原
作
に
接
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
意
話
杜
子
春
の
も
つ
強
い
印
象
が

原
作
の
読
み
に
あ
る
種
の
一
点
読
み
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
か
?
と
い

う
の
が
本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。
以
下
社
子
春
伝
を
原
作
、

ふ
ん
慌
を
童
話
と
略
称
す
る
こ
と
と
す
る
。

西

情

彦

岡

最
初
に
日
本
で
の
読
ま
れ
方
の
一
例
と
し
て
童
話
の
解
説
蓄
を
見

て
み
た
い
。
以
下
に
示
す
の
は
、
〈
芥
川
竜
之
介
・
人
と
作
品
〉
(
福

(
2〉

出
法
人
・
笠
井
秋
生
著
清
水
道
同
院
刊
)
に
載
せ
ら
れ
た
原
作
の
梗

概
で
あ
る
。

社
子
春
は
中
閣
の
周
か
ら
隔
の
こ
ろ
の
人
だ
っ
た
。
若
い
こ
ろ
か

ら
放
蕩
に
ふ
け
っ
て
、
資
産
を
失
い
、
親
類
か
ら
も
相
手
に
さ
れ

な
く
な
っ
た
。
破
れ
た
衣
服
を
ふ
君
、
空
腹
を
か
か
え
な
が
ら
、
長

安
の
町
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
一
人
の
老
人
に
会
っ
た
。
老
人
は

社
子
春
に
大
金
を
与
え
て
、
経
済
的
に
彼
を
救
っ
て
く
れ
た
。
し

か
し
社
子
春
は
ま
た
放
蕩
に
ふ
け
り
、
一
、
二
年
で
お
ち
ぶ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
再
び
老
人
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
が
、
生
れ
つ

き
の
放
蕩
癖
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
、
三
、
四
年
し
て
与
え
ら

れ
た
大
金
を
使
い
果
し
て
し
ま
う
。
一
一
一
度
老
人
に
助
け
ら
れ
た
杜

子
春
は
、
老
人
の
恩
に
報
い
る
た
め
、
与
え
ら
れ
た
大
金
を
社
会

事
業
に
使
い
、
自
分
の
体
を
老
人
の
意
の
ま
ま
に
、
在
せ
る
と
約
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、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

東
し
句
作
そ
の
金
で
慈
善
事
業
に
力
を
尽
し
た
彼
は
約
束
通
り
仙

ん
か
も
と
に
赴
い
わ
o

老
人
は
一
杜
子
春
に
仙
術
を
授
け
か
わ
か
、

ど
ん
な
事
が
起
ろ
う
と
…
一
一
一
一
同
も
口
を
き
く
な
、
と
命
じ
、
さ
ま
ざ

ま
な
試
練
を
課
し
た
。
…
人
の
大
将
軍
に
率
い
ら
れ
た
数
百
人
の

軍
勢
が
矢
を
射
、
剣
を
ふ
る
っ
て
も
、
怪
獣
が
襲
い
、
も
の
す
ご

い
雷
雨
や
洪
水
に
せ
め
ら
れ
て
も
、
自
分
の
妻
が
拷
問
で
苦
し
め

ら
れ
て
も
杖
子
容
は
一
一
一
一
一
向
も
発
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幾
多

の
試
練
に
耐
え
た
彼
は
殺
さ
れ
て
地
獄
に
落
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
苦

し
み
を
受
け
た
が
、
最
後
に
開
魔
大
王
は
杜
子
春
を
女
に
し
て

び
こ
の
世
に
送
り
出
し

生
ま
れ

つ

火

傷

し

て

も

つ

い

に

戸

を

発

し

な

か

っ

た

ο

美

人
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
一
一
ま
れ
て
結
婚
し
、
男
の
子
を
産
ん
だ
。
夫

は
子
供
を
抱
い
て
衰
の
杜
子
春
に
見
せ
る
が
杜
子
春
は
あ
い
か
わ

ら
ず
無
言
で
あ
っ
た
。
夫
は
怒
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
妻
に
い
や
し
め

、.、芭席、
..
 

、.. 

、
.
、
.
、
，
、
.
朝
、
.
、
曹
、
.
町
、
‘
、
.
、
事
、
.
、
.
、
胃
、
，
、
.
、
.
旬
、
.
、
.
、
.

ら
れ
る
な
ら
、
こ
の
子
を
用
い
て
も

P
を
き
か
せ
て
や
ろ
う
、
と

、
、
、
関

い
ふ
け
っ
て
、
子
供
の
一
四
を
石
に
打
ち
つ
け
た
。
子
供
の
顕
は
く
だ

け

、

血

汐

は

あ

た

り

に

飛

び

散

っ

た

。

へ

の
た
め
、
老
人
と
の
約
束
を
忘
れ
、

い
う
ち
に
、

し
て

イ〉

そ
の

体
は
も
と
の
所
に
す

老
人
は
、
お
前
が
芦
を
発
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
自
分
は
伯
薬
を

完
成
し
、
お
前
も
仙
人
に
な
れ
た
も
の
を
、
と
い
い
、
杜
子
春
を

人
間
の
世
界
へ
婦
ら
せ
た
。
杜
子
春
は
自
分
が
誓
を
忘
れ
た
事
を

恥
ず
か
し
く
思
い
、
過
ち
を
つ
ぐ
な
う
た
め
に
、
自
ら
修
行
に
は

げ
み
、
再
び
老
人
を
訪
れ
る
が
、
も
う
老
人
の
姿
は
見
出
す
こ
と

が

で

き

な

か

っ

た

。

(

傍

点

筆

者

〉

梗
概
は
こ
の
執
筆
者
(
福
田
氏
)
の
作
品
解
釈
で
あ
る
が
、
私
に

は
蹄
に
お
ち
な
い
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
傍
点
の
そ
れ
で
あ

る
、
以
下
そ
の
理
由
を
述
べ
よ
う
。

一
、
原
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
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買
良
部
百
頃
、

要
路
誼
甲
第
、
悉
戸
口
孤
嬬
分
居
第
中
。
婚
嫁
甥

濯
融
族
説
、
患
者
煎
之
、
鱗
者
復
之
、
:
:
:
い
(
傍
点
筆
者
)

き

な

の

は

、

の

こ
a
A

は
な
く
、
大
家
族
の

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

人
に
む
か
つ
て
、

孤
燐
可
以
衣
食
、

の

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
肢
に

と
し
て
の
そ
ラ
ル
を
全
う
す
る
、
と
い



む

く

あ

だ

あ
る
。
吏
に
引
用
文
末
患
の
二
旬
叶
恩
あ
る
者
に
は
的
…
ぃ
、
総
あ
る

者
に
は
復
す
い
と
い
う
行
為
は
、
社
会
事
業
、
慈
善
事
業
と
は
全
く

次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
を
棄
て
て
献
身
し
よ
う
と
す

る
人
間
の
行
為
と
し
て
、
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
奇
異
の
感
が
あ
る

が
、
中
国
人
の
感
覚
で
は
む
し
ろ
、
あ
と
始
末
を
し
な
い
で
出
家
す

る
こ
と
の
方
が
無
責
任
で
反
人
倫
的
な
の
で
あ
る
。

吋
人
間
と
し
て
窓
怨
に
は
ち
ゃ
ん
と
報
い
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宗

教
心
が
あ
れ
ば
そ
ん
な
怒
怨
は
神
に
ゆ
だ
ね
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
中
国
人
は
非
宗
教
的
で
、
報
患
復
仇
と
い
う
の
も
神
さ
ま
で
な

く
人
間
さ
ま
の
す
る
べ
き
領
分
と
な
っ
て
い
ま
す
。
恩
怨
を
忘
れ
る

ハ
3
)

の
は
突
は
「
人
で
な
し
」
で
す
』

と
陳
舜
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

特
色
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

二
、
老
人
の
社
子
春
へ
の
言
葉
は
原
文
で
は

手
間
心
也
。
子
治
生
畢
、
来
歳
中
元
見
我
於
老
君
讐
檎
之
下
」

と
あ
る
だ
け
で
、
「
仙
術
を
授
け
る
」
な
ど
と
は
一
一
一
一
口
っ
て
い
な
い
。

但
だ
結
末
の
部
分
で

「
向
使
子
無
憶
務
、
一
昔
之
薬
成
、
子
亦
上
伯
会
一
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
苦
行
に
耐
え
れ
ば
杜
子
春
が
結
果

的
に
仙
人
に
な
れ
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
は
こ

の
老
人
の
唯
一
の
目
的
で
は
な
く
「
吾
之
薬
成
」
こ
そ
が
最
大
の
自

こ
ふ
に
す
ぐ
れ
て
中
間
的
な

的
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

三
、
原
文
は

寸
大
丈
夫
潟
妻
所
部
、
安
用
其
子
レ

で
あ
り
、
…

j

男
一
昨
日
女
房
に
軽
く
見
ら
れ
て
、
ど
う
し
て
息
子
な
ん

て
要
る
も
の
か
!
」
と
い
う
意
味
、
マ
」
の
子
を
用
い
て
口
を
き
か

せ
て
や
ろ
う
い
と
い
う
要
約
は
ご
く
初
歩
的
な
誤
訳
で
あ
る
。
ま
し

て
こ
の
場
面
は
、
も
と
も
と
、
「
位
で
も
い
い
、
お
し
ゃ
べ
り
女
よ

り
は
ま
し
だ
」
(
荷
潟
妻
而
賢
、
何
用
一
一
一
口
会
。
亦
足
以
戒
長
舌
之
婦
)

な
ど
と
午
諮
問
っ
て
美
貌
の
子
春
を
手
に
入
れ
た
男
が
、
あ
る
自
、
ふ
と

委
の
無
一
一
一
一
口
が
気
に
か
か
り
、
安
が
白
出
分
を
ば
か
に
し
て
い
る
の
だ
と

考
え
、
発
作
的
に
子
殺
し
を
す
る
。
と
い
っ
た
緊
迫
感
と
偶
然
性
に

富
ん
だ
部
分
で
、
「
怠
子
な
ん
か
役
に
立
た
ん
」
と
い
う
叫
び
を
発

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

回
、
原
文
は
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「
乃
持
雨
足
、
以
頭
撲
於
石
上
、
感
手
市
砕
、
血
液
数
歩
、
子
春

愛
生
子
心
、
忽
忘
其
約
、
不
莞
失
整
云
『
鴨
池
』
」

で
あ
る
。
こ
ふ
は
か
な
り
忠
実
に
訳
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
問
題
は

「
子
春
愛
生
子
心
」
を
「
子
春
は
子
供
へ
の
愛
情
の
た
め
」
と
解
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
愛
」
は
「
愛
情
」
と
は
お
き
か
え
ら
れ

な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
福
田
氏
の
要
約
を
検
討
し
て
み
て
気
づ
く
の
は
、



初
歩
的
な
誤
読
も
含
め
て
、
原
作
の
意
図
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る

と
は
言
い
難
く
、
京
話
の
筋
に
ひ
き
ず
ら
れ
て
原
作
を
読
ん
で
い

る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
誤
読
・
乃
至
は
解
釈
の
ズ
レ
が
お
こ
っ
て
い

る
筋
所
が
、
い
ず
れ
も
意
話
の
筋
と
設
な
ら
な
い
部
分
で
あ
る
こ
と

か
ら
し
て
、
福
田
氏
は
意
話
の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
原
作
を
見
、
そ
の

視
野
に
入
ら
な
い
も
の
は
切
り
す
て
、
媛
味
な
部
分
は
童
話
に
あ
わ

せ
て
解
釈
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
必
ら
ず
し
も

福
田
氏
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
安
田
精

一
氏
の
(
近
代
文
学
鍛
賞
講
座
芥
川
第
)
に
お
い
て
も
こ
こ
に
挙

げ
た
諸
点
が
、
宏
一
十
の
措
辞
の
差
異
を
別
に
す
る
と
、
殆
ん
ど
そ
の

ま
ぶ
で
あ
る
。
童
話
の
解
説
の
た
め
の
被
概
と
は
云
え
、
こ
の
扱
い

は
粗
略
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
c

こ
の
よ
う
な
「
読
み
」
に
法
い
た
両
者
の
比
較
論
が
以
下
に
展
開
さ

れ
、
原
作
の
詳
側
が
下
さ
れ
る
と
な
れ
ば
問
題
は
そ
う
軽
く
は
な
い

は
ず
だ
。
稲
田
宙
開
両
氏
の
原
作
の
テ
!
?
の
理
解
は
童
話
と
の
比

較
で
次
の
よ
う
に
な
る
。

コ
向
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
主
人
公
が
と
も
に
仙
人
を
志
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
試
験
を
諜
せ
ら
れ
る
が
、
間
以
後
に
愛
の
試
験
に
失
敗
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
し
(
福
間
)

、.，、.

再
度
繰
り
か
え
す
が
原
作
で
は
社
子
春
は
一
!
仙
人
を
志
し
」
て
は
い

な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、

「
ま
ず
仙
人
を
志
す
動
機
で
あ
る
が
、
原
風
〈
の
方
で
は
、
親
類
、
縁

者
に
も
見
離
さ
れ
た
放
蕩
者
の
杜
子
春
が
、
見
ず
知
ら
ず
の
老
人
に

三
た
び
を
救
わ
れ
、
そ
の
恩
情
に
感
奮
し
て
、
慈
善
事
業
を
お
こ

し
、
そ
れ
が
成
る
や
、
身
を
他
人
に
任
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の
杜
子
春
は
い
わ
ば
性
格
破
産
者
的
な
存
在
で
あ
り
、
世
の
中
に
暮

し
て
行
く
上
で
の
不
適
格
さ
を
自
覚
し
た
か
ら
こ
そ
、
老
人
に
身
を

任
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
身
か
ら
出
た
錆
の
自
覚
で
あ
り
、
た
と

え
親
戚
の
不
人
情
を
憤
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
人
間
性
へ
の
絶
望
に

徹
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
c

彼
の
お
こ
し
た
慈
善
事
業

は
、
一
つ
に
は
老
人
の
混
楕
へ
の
報
い
で
あ
り
、
一
つ
に
は
、
こ
の

世
に
見
切
り
を
つ
け
る
路
き
り
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
為

は
「
欲
い
の
試
験
の
合
格
を
暗
示
す
る
。
こ
こ
の
社
子
春
は
、
実
質

的
に
は
rM
殺
し
た
の
も
同
然
で
あ
り
、
現
世
で
味
わ
え
る
人
間
的
欲

訟
を
す
べ
て
捨
て
る
と
と
も
に
、
自
分
の
将
来
を
す
っ
か
り
老
人
に

任
せ
き
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
自
発
的
に
仙
人
を
志
願
し
た
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
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と
い
う
杜
子
春
像
が
結
ば
れ
る
。
こ
れ
の
杖
子
春
が
「
性
格

破
産
的
な
白
党
よ
り
も
、
人
間
性
へ
の
絶
望
を
感
じ
る
方
が
強
く
)
一

仙
人
志
願
の
動
機
、
が
「
原
山
県
の
社
子
春
よ
り
積
極
的
で
あ
る
J

こ

と
を
導
く
説
明
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
像
に
一
企
み
は
な
い
だ
ろ
う

か

。

前

述

し

た

よ

う

に

の

金

を

得

た

階

、

は

こ

の

世



に
お
け
る
人
と
し
て
す
べ
き
こ
と
、
報
恩
や
復
m
慨
を
も
含
め
て
す
べ

て
の
現
世
的
欲
'
認
を
す
べ
て
紡
着
さ
ぜ
て
、
老
人
に
献
身
す
る
。
そ

れ
は
、
童
話
の
主
人
公
が
「
も
う
お
金
は
い
ら
な
い
の
で
す
L

と
云

い
「
人
間
と
い
う
も
の
に
愛
想
が
つ
き
た
」
か
ら
「
あ
な
た
の
弟
子

に
な
っ
て
仙
術
の
修
業
を
し
た
い
い
と
懇
願
す
る
の
と
較
べ
て
、
つ
積

械
的
で
な
い
」
の
か
?
そ
も
そ
も
叶
自
殺
し
た
も
間
然
」
な
人
間

が
、
「
自
発
的
に
仙
人
を
志
す
い
こ
と
な
ど
有
り
得
よ
う
は
ず
が
な

い
。
童
話
(
パ
ロ
デ
ィ
)
か
ら
の
連
想
で
原
作
を
裁
断
す
る
立
場
か

ら
は
、
原
作
の
主
人
公
の
一
連
の
身
辺
整
理
の
行
為
も
、
単
な
る
慈

諮
問
事
業
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
行
為
を
通
じ
て
拙
か
れ
る
一
切
の
現
役
的

欲
望
の
棄
却
と
い
う
ひ
た
む
き
な
献
身
へ
の
主
人
公
の
意
欲
を
読
み

と
る
べ
く
も
な
か
ろ
う
。

次
に
原
作
の
テ
!
マ
は
ど
う
把
擁
さ
れ
る
か
?

日
社
子
春
伝
い
で
は
主
人
公
に
愛
の
心
が
生
じ
た
た
め
、
仙
人
は

仙
薬
を
作
る
こ
と
が
で
き
ず
に
失
望
し
、
主
人
公
は
老
人
の
患
に
報

、.，、
.. 

、‘、
.. 

、
号
、
‘
、
‘
.
、
‘
、
.
、
.
、
.. 

、も

い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
上
に
、
仙
人
に
も
な
れ
な
か
っ
た
こ
と

、.、.'.、‘.寧、、、'、、、‘

を
恥
じ
て
い
る
O

そ
こ
で
は
肉
身
の
愛
は
な
に
に
も
ま
し
て
強
く
、

断
ち
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諮
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
(
福
間
)

こ
t
A

主
人
公
が
「
仙
人
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
い
を

で
い
る
こ
と
の
対
比
で
傍
点
部
が
で
て
く
る
c

原
文
の
ど

こ
に
も
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

子
春
既
帰
悦
其
芯
替
、
復
自
効
以
謝
其
退
、
:
:
:
(
子
春
は
俗
界
へ

帰
っ
た
が
、
道
士
と
の
普
い
を
忘
れ
た
こ
と
が
悦
ず
か
し
く
て
な
ら

ず
、
過
ち
を
つ
ぐ
な
う
た
め
も
う
二
度
努
力
し
よ
う
と
し
て
:
:
:
)

と
い
う
表
現
か
ら
「
仙
人
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
」

と
読
み
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
悦
の
対
象
は
忘
誓
で
あ
り
、
そ

れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
つ
ま
り
福
田
氏
は
童
話
の
テ

i
マ
と

し
て

人
間
へ
の
不
信
と
絶
望
か
ら
出
発
し
た
杜
子
春
が
母
の
愛
に
よ

っ
て
人
間
へ
の
信
頼
を
と
り
も
ど
し
、
人
間
ら
し
く
生
き
よ
う
と
決

意
す
る
過
程
い

を
設
定
し
、
そ
れ
と
対
比
し
て
「
肉
身
へ
の
愛
が
何
に
も
ま
し
て
絶

ち
J

が
た
い
い
を
設
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
原
作
の
一
ア

i
マ
は
は
た
し

て
こ
れ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
の
ち
に
述
べ
よ
う
。

一
梅
田
氏
は
さ
ら
に
次
の
ご
と
く
言
う
。

一i

な
お
つ
け
加
え
る
ま
で
も
な
い
が
司
社
子
春
』
は
司
社
子
春
伝
b

に
材
料
を
仰
い
で
い
る
と
は
い
え
、
原
話
の
世
界
と
は
全
く
ち
が
っ

(
マ
マ
〉

た
世
界
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
は
原
話
に
な
い
気
品
さ

と
倫
理
的
な
美
し
さ
が
た
ど
よ
っ
て
い
る
」

く29) 

吉
田
氏
も
ま
た
、

ア
:
:
し
か
し
、
竜
之
介
が
、
た
と
え
他
に
材
料
を
仰
い
だ
と
は



らる
。てコ

たて
くも
み、

れ
tま
す
'0 

か

の
も
の
に
な
り
き
っ
て
い

し
て
も
、
平
易
で
あ
り
な
が

章
に
し
て
も
、
す
っ
か
り
原

の
趣
き
が
あ
る
」
と
い
っ
て
い

の

芥

川

の

の

手

法

へ

の

評

価

は

し

ば

ら

く

措

く
と
し
て
、
原
作
に
関
す
る
評
掘
に
は
承
服
し
が
た
い
処
が
あ
る
c

結
局
の
と
こ
ろ
町
民
と
も
に
、
芥
山
川
の
作
り
あ
げ
た
パ
ロ
デ
ィ
を
通

し
て
し
か
原
作
を
見
て
い
な
い
ο

に
切
り
ち
ぢ
め
ら

れ
た
原
作
は
、
気
品
・
論
理

と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

、U

材
の
垢
を
洗
い
落
と
し

る
ο

に
ま
み
れ
る
こ

そ
の
源
流
は
印
度

の

に
あ
る
と
つ
と
に

て
い
る
。

話
ハ
ぐ
停
5
5
m岡
山
口
弘
子
め
ぐ
ま
ロ
1
3
)

に
こ
れ
と
類
似
し
た
発
想
の
話
が
あ

に
あ
る
〈
烈
士
池
〉
、
伝
寄

・
段
成
式
作
)

h
ーの

ツ輔

、ー

し
て

に
内
山
知
也
氏
に
よ
っ
て
烈
士
池
以
下
の

ハ
4
〉

て

い

る

。

よ

れ

ば

烈

土

地

以

ス
ト
ー
リ
ー
と
そ
ザ
ナ
イ
ー
ブ

一
で
あ
り
、

「
施
術
者
と
被
術
者
が
二
人
一
組
に
な
っ
て
長
生
の
術
を
求
め
、

施
術
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
禁
忌
を
被
術
者
が
破
る
こ
と
に
よ
っ

て
街
が
こ
わ
れ
る
」

と
い
う
の
が
こ
れ
ら
の
共
通
し
た
そ
テ
ィ

i
フ
で
あ
り
、
又
そ
の
い

ず
れ
の
場
合
に
も
生
れ
か
わ
っ
て
前
生
の
業
を
う
け
、
子
を
殺
さ
れ

る
こ
と
、
ま
た
行
の
う
ち
に
幻
想
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
共
通
し
て

い
る
G

た
い
{
杜
子
春
伝
が
飽
の
一
一
一
っ
と
興
っ
て
い
る
点
は
、
烈
土
地

そ
の
他
で
は
い
ず
れ
も
、
男
子
に
生
れ
か
わ
り
、
妻
に
子
を
殺
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
社
子
春
だ
け
は
女
に
転
生
し
、
夫
に

よ
っ
て
子
殺
し
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
杜
子
春
伝

は

西

域

渡

来

の

失

敗

諦

」

と

い

う

一

側

面

を

も

ち

、

そ

の

作

者

に

よ

っ

て

創

ら

れ

た

作

品

で

あ

る

。

と

云

う

こ

と

が

で
き
よ
う
。

( 30 ) 

一
の
像
は
前
節
に
述
べ
た
の

で
、
こ
ぶ
で
は
こ
の
作
品
の
テ
!
?
に
つ
い
て
、

の
説
を
見
ょ
う
。

の
こ

の

作

愛

の

試

練

に

耐

え

か

ね

て

失
敗
に
終
っ
す
な
わ
ち
女
に
生
れ
変
ら
さ
れ
た
杜
子
春
は
、
わ

が
子
の
お
に
ぶ
っ
つ
け
ら
れ
る
の
を
見
て
思
わ
ず
戸
を
発
し
禁
約
を

破
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
杜
子
春
は
神
仙
に
な
れ
な
か
っ
た
が
、



そ
の
な
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
作
者
の
の
存
し
て
い
た

の
は
設
も
見
逃
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
忠
う
に
作
者
は
そ
れ
を
失
敗

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
神
仙
を
求
め
て
や
ま
な
い
時
流
を
戒
め
ん
と
し

た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
を
愛
に
よ
っ
て
失
敗
さ
せ
て
い
る
の

は
、
愛
こ
そ
人
間
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
人
々

(
5
)
 

に
人
間
木
来
の
姿
に
た
ち
か
え
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
に

近
藤
氏
は
社
子
春
伝
の
分
析
の
中
で
、
老
人
を
「
救
済
者
九
社
子

心容を…
1

時
流
の
ま
に
ま
に
上
仙
へ
の
道
を
た
ど
る
青
年
ー
…
と
設
定
し
、

口
紅
子
春
は
つ
い
に
老
人
の
深
い
な
さ
け
に
感
激
し
、
自
ら
も
悶
窮

者
を
救
お
う
と
の
隣
人
愛
の
境
地
に
速
す
る
Q
:
:
:
」
と
述
べ
て
い

る
。
前
述
し
た
社
子
春
の
献
身
へ
の
準
備
行
為
を
隣
人
愛
と
い
う
モ

ラ
ル
と
し
て
位
鐙
づ
け
る
。
こ
の
考
え
方
は
ま
た
、
内
山
氏
の

「
物
語
の
中
で
主
人
公
の
こ
の
様
な
救
済
行
為
が
要
求
さ
れ
、
そ

ハ
6
)

の
行
為
は
老
人
に
よ
っ
て
吋
名
教
に
於
て
復
た
円
か
な
ら
ん
』
と
道

徳
的
に
あ
と
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
代
が
か

か
る
社
会
的
救
済
を
必
要
と
し
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
こ
の
様
な
時

代
的
矛
盾
に
対
し
て
積
桜
的
に
働
く
こ
と
の
窓
義
を
作
者
が
充
分
に

認
識
し
て
い
る
こ
と
に
能
な
ら
な
い
:
:
:
私
は
特
に
李
復
玄
の
作
に

の
み
被
術
者
が
女
性
に
生
ま
れ
変
り
母
親
と
し
て
の
苦
し
み
を
う
け

る
有
様
を
み
る
と
、
そ
こ
に
作
者
の
特
に
意
識
す
る
も
の
が
あ
る
様

に
考
え
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
単
に
女
性
蔑
視
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
く
て
、
母
子
関
係
に
お
け
る
愛
情
の
強
調
で
あ
り
、

あ
ま
り
に
も
非
人
間
的
な
修
行
行
為
へ
の
拒
否
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
い

と
い
う
考
え
方
と
共
通
す
る
。
近
藤
・
内
山
樹
氏
は
社
子
春
伝
を

烈
士
池
を
源
と
す
る
「
上
仙
失
敗
部
」
の
系
列
に
位
設
づ
け
、
加
害

者
(
子
殺
し
)
が
母
か
ら
父
へ
変
え
ら
れ
て
い
る
点
に
蒜
目
し
、
そ

こ
に
母
子
関
係
に
お
け
る
ぷ
と
の
強
調
と
い
う
そ
一
ア
ィ

i
フ
を
発

見
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
こ
か
ら

「
愛
こ
そ
人
間
の
本
質
と
愛
の
欠
乏
し
た
社
会
に
そ
れ
を
呼
び
か

け
る
い
(
近
藤
)

ヱ
め
ま
り
に
も
非
人
間
的
な
当
時
の
修
行
行
為
へ
の
拒
否
」
(
内

山
)

( 31 ) 

と
い
う
テ
ー
マ
が
導
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
考
え
方
は
、
社
子
春
の

献
身
へ
の
準
備
行
為
を
慈
善
事
業
と
見
、
「
肉
身
へ
の
情
の
絶
ち
が

た
さ
」
を
一
ア

i
マ
と
す
る
、
福
田
・
吉
田
両
氏
の
そ
れ
と
、
軌
を
一

に
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。

次
に
右
と
呉
っ
た
テ
!
マ
の
考
え
方
を
示
そ
う
。
塚
田
満
枝
氏
は

へ
の
煩
悩
を
去
っ
て
ふ
た
た
び
人
間

界
に
女
と
な
っ
て
生
れ
変
ら
さ
れ
た
杜
子
春
が
、
人
妻
と
な
り
母
と

な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
我
が
子
へ
の
愛
に
め
ざ
め
、
つ
い
に
仙
人

と
な
れ
ず
す
ご
す
ご
と
元
の
姿
に
還
る
こ
と
に
な
る
。
愛
着
の
一
点

が
、
結
局
人
間
を
人
間
以
上
の
も
の
に
な
ら
し
め
ず
、
そ
れ
が
た
め

「
さ
て



こ
マ
ヘ
、
ー
へ
川
河
こ

l

u

g

m

1

/

J

F

V

紅
白
れ
い

b
y

原
典
は
、

残
さ
れ
る
と
教
え
る

し

な
っ
て
も
、
人
間
ら
し
いの

人
間
観
よ
り
も
、

る
つ

よ
り
人

と
い
う
ο

も
り

。〉

間

ら

し

さ

、

々

に

塚
田
氏
は
こ
の
よ
う
に
の
人
間
観
を
比
べ
て
、

「
純
粋
に
両
者
の
対
比
の
上
に
立
っ
て
み
る
と
、

上
の
遊
興
が
ご
く
表
而
的
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
、
原
山
県
か
ら
の
文

学
的
成
長
、
即
ち
芥
川
自
身
の
内
部
よ
り
す
る
人
間
や
人
生
の
再
現

と
い
っ
た
独
自
な
創
造
力
が
少
し
も
働
い
て
い
な
い

と
結
論
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
人
間

で

踏

み

こ

ん

で

あ

り

福

日

夜

間

両

氏

の
の
ご

の

愛
の

解

脱

を

求

む

る

方

法

を

論

ぜ

し

と

述

べ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
と
は
、
も
と
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
博
愛

を

指

す

も

の

で

は

な

い

。

例

を

と

る

?
?
が
わ
が

T
」

斗
Z
仇

い
以
上
、

て
い
る
の
で
あ
る
。
道
教
で
は
小
我
に
発
す
る
無
関

い
こ

部

ち

麿

の

は

愛

を

否

定

す

る

と

こ

ろ

に

発

想

の

根

を
霞
い
て
お
り
、
女
と
化
し
た
子
春
が
「
嘘
ー
一
と
叫
ん
だ
こ
と
の

不
明
を
衝
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
芥
川
は
子
春
が
「
お
母
さ
ん
し

と
叫
ば
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
母
子
愛
の
美
し
さ
と
尊
さ

(
8〉

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
c
一

村
松
氏
は
幼
時
の
芥
川
叢
諮
と
の
出
会
い
以
来
、
久
し
く
こ
の
作
品

に
対
し
て
抱
き
つ
け
ム
け
て
き
た
焼
問
を
解
明
す
る
形
で
右
の
論
を
述

べ
て
い
る
が
、
こ
の
両
者
の
発
想
の
根
鼠
に
達
す
る
読
み
方
は
、
さ

き
の
近
藤
・
内
山
氏
の
「
愛
の
肯
定
」
を
そ
テ
ィ

i
フ
と
す
る
考
え

方
と
、
正
反
対
の
結
論
を
出
し
て
い
る
。
な
お
近
説
に
つ
い
て

は
、
悶
村
繁
氏
の
次
の
批
判
が
あ
る
。

は

人

間

愛

の

凶

復

と

い

い

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
怒
魔
的
な
、
人
間
性
を
峻
担

共
感
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
受
け
取

に
お
け

て
き
た
、
こ
こ
に
は
、
芥
加
の

わ
か
る
。
近

の
レ
ン
ズ
を
通
し
て
原
作
を
眺
め
、
そ
の
像

に
は
迫
り
得
た
も
の
と
は
え
な
か
っ

の

の

( 32 ) 

間
両
氏

の
も
の
の



た
。
ま
た
中
関
文
学
研
究
者
近
藤
・
向
山
尚
氏
の
場
合
に
も
、
史
的

考
証
や
背
景
の
分
析
に
く
ら
べ
て
、
作
品
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
作
者
の
人
間
観
や
発
想
の
根
底
の
深
み
に
ま
で
立
ち
い
っ
た
分

析

は

み

ら

れ

ず

、

結

果

的

に

は

の

意

味

を

肯

定

的

に

と

ら

え

、

こ

れ

を

い

人

間

愛

ん

か

え

た

と

こ

ろ

に

、

L
F

勺
/
正

イ七
し

、
i

j

i

l

:

L
ー

;

し
る
場
庇
・
制
粧
氏
¢

よ
り
深
い
と
こ

こ
と
に
、

のい
る
と
私

の
ニ
ヒ
ル
な

の
思
想
や
側
航
観
に
か
か
わる

。
こ
の
こ

と

は

芥

川

の

改

作

か
、、

じ
か
に
原
作
を
見
る
自
を
提
供
し
て
い

ズ
を
こ
わ
し
て
、

る
。
以
下
こ

に
し
て

の
一
ア
!
?

一一
一

こ
ふ
で
村
松
氏
の

て
お
こ
う
。

け
る
ぺ
愛
い
の
意
味
を
吟
味
し
て
み
る
G

ぺ
こ
の
一
誌
は
気
・
吃
・
既
・
京
な
ど
と
い
う
認
と
肉
類
で
木
来
は

…i

心
十
先
戸
い
の
形
戸
文
字
、
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
官
し
い
気
持
を
一
一
高
う
。

H
O
日

0
5
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
愛
情
の
愛
(
'
お
し
む
)
と
は
、
一
ー
あ
あ
も
っ
た
い
な
い
い
と

胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と
で
「
あ
あ
こ
い
し
い
い
と
胸
が
つ
ま
る

の

と

、

と

い

っ

て

よ

い

c

0) 

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
に
子
供
を
殺
さ
れ
た

T
心
」
と
い
う
状
態
に
な
る
の
は
「
グ
ツ
と
胸
が

つ
ま
っ
て
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
福
田
氏
の
よ
う
に
子
春
は
子

供
へ
の
愛
情
の
た
め
い
と
読
ん
で
し
ま
っ
て
は
原
閣
は
八
十

パ
ー
セ
ン
ト
が
た
減
殺
さ
れ
る
。
こ
ふ
に
お
け
る
は
い

本
能
的
動
物
的
衝
動
の
表
現
と
し
て
担
え

で
は
次
の
よ
う
に
も
も
ち
い

( 33 ) 

て
い
る
心

一
女
奴
在
北
ハ
門
佐
無
所
見
、

お

援
引
出
就
明
宿
線
之
、

之
、
不
服
。
…

は
征
氏
伝
中
の
一
節
、
友
人
で
自
分
に
寄
食
し
て
い
る
鄭
六
日

と

き

い

て

、

の

ぞ

き

に

い

っ

た

好



て

る
は~•• ';:'， i壬

;:7氏
τを
/ひ
ぴT) ~ 

ざ

し
て

の

タ

イ

セ

ツ

と

い

の
解
釈
が
胞
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又

…
干
の
訓
に
ヲ

γ
ム
・
メ
グ
ム
、
ナ
ツ
カ

つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

でみ
μ

そ
の

に
「
山
本
つ

隣
人
愛思

う
に
芥
川
は
原
作

は
内
包
さ
れ
て
い
な
か
っ

の

こ

れ

る
と
い

去
り
解
脱
を
求
め

と
し

前
記
村
松
氏
も
引
用
し
て

に
よ
っ
て
道
サ
か
れ
て
い
る

れ
て
き
た
と
近
藤
氏
は
指
摘
し
て
い

の
性
格
行
動
に
つ
い
て
別

グコ
も

はの
、ヵ:

い
る
。
し
か

も
拘
ら
ず
、

私
は
こ
ふ
で

の

iJ~ 

が
き
び

し
し、

に

な

、

ぞ

ら

え

て

は

す

べ

て

の

で

あ

り

、

人

間

の

の

能

力

、

徳

て
い
る
。
そ
の
製
成
に

C 3.1.) 

t土せ

る
火

は

、

に

加

え

ら

れ

る

i
シ
ョ
ン
の
苦
業
と
神
秘
的
に
つ
な
が

煉
丹
の

、
王
女
九
人
、



と
拙
か

さ
れ
て
い

女
、
は
そ
れ
ぞ
れ
煉
丹
の

の
ヴ
ァ
ギ
ナ

社
子
春
が
破
戒
し
、
術
が
失
敗
に

こ
ま
れ
る
。

つ

0) 

は

、

働

い

た

の

に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
過
失
で
無
一
文
で
追
い
出
さ
れ
た
男
に
、
永
ら

く
採
し
求
め
て
い
た

H

奇
貌
“
を
見
出
し
て
、
伯
術
へ
の
協
力
を
た

の
む
。
…

i

縮
、
制
玄
ん
で
は
、
船
が
衝
突
し
て
腕
を
折
っ
て
も
顔
色
を

変
え
な
い
男
終
無
為
が
そ
の
素
材
で
あ
り
、
又
「
願
元
被
い
で
も
、

は
、
の
精
神
に
、
冷
静
さ
と
胆
力
を
認
め
、
協
力
を
た
の

む
0) 

v

」、
ラ
れ
U
R

と
紹
介
さ
れ
る

は

な

く

、

む

し

ろ

仙

才

を

秘

め

た

も

の

に

一

日

一

る
大
企
の
紛
糾
消
は
、
彼
の
俗
躍
を
払
う
く
企
て
ら
れ
た
術
中
の
過

程
な
の
で
あ
る
Q

一
一
一
度
目
の
大
金
に
よ
っ
て
、
彼
の
徳
性
は
完
成

し
、
上
仙
の
希
望
さ
え
敢
え
て
口
外
し
な
い
人
材
と
し
て
準
備
さ
れ

の
欲
望
を
絶
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠

か
く
て
術
は
進
行
す
る
。
社
子
春
の
失

敗
は
、
己
の
身
が
女
に
変
え
ら
れ
つ
斗
も
、
契
約
と
い
う
一
点
に
お

い
て
男
で
あ
り
つ
い
ム
け
た
彼
が
そ
の
肉
体
に
宿
る
女
の
本
能
的
衝
動

を
計
り
得
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
発
す
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
彼
は
男
で
あ

お
し
台
。

っ
た
時
、
安
が
倒
礁
で
見
か
ら
二
つ
刻
み
に
切
ら
れ
、
号
泣
京
訴
し

て
も
一
一
徹
だ
に
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
ο

こ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に

お
け
る
破
防
か
ら
、
男
(
契
約
〉
と
女
(
本
能
)
に
よ
っ
て
象
徴
さ

れ
る
精
神
(
男
)
へ
の
肉
体
(
女
)
の
反
逆
と
い
う
意
味
を
よ
み
と

る
こ
と
が
可
能
だ
。
話
は
か
く
て
終
局
へ
む
か
う
の
だ
が
、
こ
t
A

で

見
蕗
し
て
な
ら
な
い
一
つ
の
小
さ
な
波
乱
が
お
こ
る
。
「
錯
大
、
誤

余
乃
如
是
1
・
い
(
ば
か
も
の
め
、
俺
を
こ
ん
な
目
に
あ
わ
せ
お
っ
て
〉

道

十

一

は

こ

ふ

で

、

九

し

に

あ

び

せ

か

け

る

。

こ

の

叫

び

は

、

の

、

ぞ

か

せ

る。

は
世
俗
の

ヨ2

の
な
ま
な
ま
し
い

で

と
い

る
。
彼
の

る
の
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の
な
か
で
た
丈
一

肉
声
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、

に
重
い
挫
折
の
嘆
き
が
こ
め
ら
れ
て
い

々

と

し

て

育

て

の

素

材

が
の

一
瞬
に
し
て

に
附
加
し
、
そ
の
仙
術
の
破
産
が
告
げ
ら
れ
た
の
だ

か
ら
も

一
吾
子
之
心
、
喜
怒
哀
楼
恵
慾
、
皆
芯
失
。
一
前
未
諜
者
、
愛
市
己
。

向
使
子
無
喋
韓
、
吾
之
薬
成
、
子
亦
上
仙
会
。
嵯
乎
、
仙
才
之
難
得



と
し

そ
し
て

芥
JII 
が

の
ユ
ル
ス
所
ト
ナ
ル
」

味
に
と
り
、
勉
之
裁
を

っ
て
い
た
の
で
は
な

「
コ
レ
ヲ
勉
メ
ヨ

い
か
、
と
い

の

は
こ

t士、
げ、一1

、お

IJIJ 
は
々Iり:
の
i千I

""'" 
っ
て
も
十
分
ゃ
っ
」

の、

r' 

、ー

は
ま
さ
に
芥
川
流
で
あ

と
す
る
。
腕
間
民
的

る。
まbm

v
 

い
て
秘
儀

情
泌

総
無
人
跡
、
歎
恨
市
錦
、
」

の
存
夜
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
も
、

に
ゆ
く
、
帰
れ
と
い
わ
れ
て
も
帰

る
べ
き
所
を
見
出
せ
な
い
そ
の
た
め
ら
い
を
よ
そ
に
、
は
こ
の

煉
丹
所
を
移
動
さ
せ
る
べ
く
、
作
業
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
。
鉄
杵

を
削
る
不
気
味
な
音
が
こ
の
道
士
の
仙
術
成
就
に
賭
け
た
凄
絶
な
執

念
を
く
っ
き
り
と
浮
き
上
ら
せ
る
。
そ
こ
に
は
失
格
者
へ
の
甘
い
い

た
わ
り
ゃ
教
戒
な
ど
の
入
り
こ
む
余
地
の
な
い

行
そ
の
も
の
に
挑
戦
す
る
科
学
者

己
の
事
業
へ
の
ひ
た

ら
れ
て
い
る
の

度
そ
の

な
し
に
は
、
こ

る
一

め
た
人
間
の
姿
が
措
き
上
げ

そ
し
て
又
、
己
の
失
敗
を
深
く
悦
じ
、
も
う
一

つ
ぐ
な
う
た
め
に
山
に
殺
り
、
一
絶
え
て
人
跡
無
い

(

ぽ

山

)

て
ゆ
く
社
子
春
の
、
深
く
暗
い
絶
望
へ
の
共
感
」

の
意
図
は
理
解
さ
れ
よ
う
が
な
か
ろ
う
。

結
局
人
間
を
人
間
以
外
の
も
の
に
な
ら
し
め

し

( 36 ) 

の一

ず
、
そ
れ
が
た
め
に

こ
さ
れ
る
」
ハ
塚
田
)

に
の

一

方

で

つ

つ

も

、

私

は

敢

え

て

「

挫

折

て
掛
か
れ
る
不
屈
の
人
間
意
志
」
を
こ
の
作
の
テ

l
?
と

し
た
い
。
絶
え
て
人
跡
無
い
山
中
で
主
人
公
の
眼
前
に
ひ
ろ
が
る
山

々
、
そ
し
て
そ
の
詑
漢
た
る
世
界
の
ど
こ
か
で
常
々
と
仙
薬
造
り
に

励
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
道
士
の
姿
を
主
人
公
の
胸
中
を
通
し
て

が
見
る
か
ら
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
作
品
が
多
く
の
点
で
静
化
を
経
て
い
る
に

と
し、



せ
よ
、
古
代
的
役
界
の
煉
金
術
の
秘
儀
の
物
語
の

い
る
こ
と
は
疑
い
を
掠
れ
な
い
。
そ
し
て
注
品

開
織
す
る
こ
の
古
代
的
批
界
の
秩
序
を
、
作
口

へ

の

っ

て

い

る

こ

と

で

あ

る

。

き
は
、
作
品
を

の
怠
(
肉
体
の
精

即
ち
こ
の
作
品
が
…

の
弱
者
を
揃
き
つ

に
は
そ
の
観
念
形
態
の
破
肢
を
も
拙
い
て
い
る
と
言

の
だ
ο
も
と
よ
り
そ
れ
は
「
社
会
に
お
け
る
愛
の
欠
如
を
訴

と
か
「
あ
ま
り
に
も
非
人
間
的
な
修
行
行
為
へ
の
拒
石
L

又

情
讃
歌
い
と
い
っ
た
表
層
的
評
姉
と
は
無
縁
で
あ
る
。
そ
れ

く
作
者
の
意
図
と
は
無
関
係
に
作
品
世
界
に
反
映
し
た
時
代

精
神
な
の
で
あ
ろ
う
。
ふ
た
た
び
マ
ス
ベ
ロ
に
よ
る
な
ら
ば
中
閣
の

語
教
は
六
朝
の
最
取
期
か
ら
庶
代
に
吏
っ
て
し
だ
い
に
一
般
大
衆
に

対
す
る
影
響
力
を
失
い
表
弱
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
唐
王
朝
山
朋

牒
期
に
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
事
跡
も
明
か
で
な
い
李
復
一
言
と
い
う
男
の

子
に
な
る
こ
の
小
説
は
、
千
年
を
経
た
今
日
な
お
も
、
奥
深
い
人
間

の
苦
悩
と
、
の
意
志
を
語
り
つ
い

A

け
、
そ
し
て
古
代
的
世
界
の

だ

が

た

し

か

三

か

せ

て

い

る

の

で
あ
り
、
そ
の

ら
れ
た
人
物
と
し
て
設
定 て

{の

の
人
間
の

せ
た
の
で
あ
る
。
烈
士
池
以
下

い
の
に
比
し
て
、
こ
の
作
は
説

へ
の
明
ら
か
な
脱
胎
を
と
げ
て
い
る

る
ベ

テ
ー
マ

話
的
段
階
か
ら
、

ょ
う
。
こ
と
に
、
作
品
中
の

の
演
目
的
な
愛
殺
が
、
文
明
史
的
次
元
に
お
き
か
え
て
当

代
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
反
混
と
い
う
す
ぐ
れ
て
肯
定
的
な

性
格
を
帯
び
て
く
る
と
い
う
い
わ
ば
弁
証
法
的
性
格
を
も
つ
こ
と
に

戸、。

中
心

l
v
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芥

川

は

こ

を

変

質

さ

せ

て

、

す

で

に

馴

れ

親

し
ん
だ
伝
統
的
な
倫
理
、
孝
と
慈
に
転
換
し
た
。
精
神
(
男
)
へ
の

肉
体
ハ
女
)
の
反
逆
と
い
う
ド
ラ
マ
地
は
希
釈
化
さ
れ
て
、
物
語
は

理
智
の
反
省
、
な
伴
っ
た
常
識
的
閣
内
へ
と
む
か
う
の
で
あ
る
。
近
代

日
本
の
文
学
研
究
者
が
こ
の
作
品
に
「
倫
理
的
な
美
し
さ
」
を
見
た

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
童
話
の
主
人
公
を
め
ぐ
る
状
況
は
何
一
っ
か

わ
ら
な
く
と
も
、
心
が
け
次
第
で
、
世
界
は
快
適
に
な
り

だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
の
脊
柱
を
な
す
教
訓
で
あ
り
、

の
だ
か
ら
。

る
の

そ
れ
は



以

上

私

は

、

の

日

本

で

に

つ

い

て

考

察

し

て
き
た
。
芥
川
に
よ
る
改
一
作
が
、
社
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
も

つ
評
価
は
さ
て
お
い
て
、
こ
れ
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
た
原
作
の
像
に

は
、
明
ら
か
な
一
企
み
が
見

中
、
芥
川
が
逆
転
さ
せ
た

て
一
人
歩
き
し
、
作
品

キ
1

町、
d
千

-
L
U
-
-
Fム
ノ

ベ
女
こ
」

原
作
の
文
脈
を
離
れ

め
る
作
用
を
な
し
て
い
る
点

し
て
銘
記
さ
る

テ
キ
ス
ト
は
、

に
よ
っ
た
。

?註
¥、ノ

の
…
第
、
作
者
と

つ
い
て
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
ら
な
い
。
八
四
七
年
ご

の
社
子
春
は
一
九
二

O
年
に
書
か
れ
た
。

(

2

)

こ
の
本
は
近
代
文
学
研
究
シ
リ
ー
ズ
で
昭
4
・
5
発
行
以
後
、
日
年

ま
で
に
日
間
も
版
を
設
ね
て
い
る
の
で
、
芥
別
研
究
の
代
表
的
な
も
の
の

…
っ
と
し
て
選
ん
だ
。

〈
3
)

ハ
二
つ
の
什
一
子
容
ハ
日
本
的
中
間
的
v

徳
間
文
節
所
収
〉

(
4
〉
内
山
知
也
(
社
子
容
伝
に
関
す
る
一
一
一
一
一
の
考
察
ハ
中
間
文
化
研
究
会

会

報

〉

川

崎

所

収

〉

、

以

下

内

山

説

は

こ

の

論

文

に

よ

吋

φ

。

〈

5
〉

刀
N
M
n
μ

円。

日
手
5

つ
い
て

ハ
6
)

こ
の
部
分
の
読
み
は
、
テ
ム
ミ
ス
ト
と
し
た
、

が

っ

て

、

よ

い

。

(
7〉

(
8
)
 

し
?こ

一
巻

塩
枝
氏
が
本
文
を
「
:
・
最
後
に
愛
の
試

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
奉
じ
、
遂
に
仙
化
す
る
物
語
。
・
:
」

と
読
み
、
そ
こ
か
ら
一
ア
!
?
を
導
い
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
は
〉
(
ア
ン
リ
ノ
・
マ
ス
ベ
ロ
〈
道
教
〉
川
勝
義
雄
訳
東
洋
文
障
問
昭
臼

平
凡
社
刊
〉

ハ
玲
)
ハ
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
i
デ
〈
鍛
冶
附
と
錬
金
指
削
〉
エ
リ
ア
i
デ

著
作
集

5

大
室
幹
雄
訳
官
せ
り
か
書
一
既
刊
)

(
M
H

〉
エ
リ
ア
i
J
ア
前
掲
書
。

ハ
日
〉
〈
駒
田
信
二
、
社
子
者
と
杜
子
春
伝
〈
対
の
思
想
〉
官
勤
草
書
房
刊
)

ハ
国
〉
ハ
武
田
泰
淳
、
蔚
代
伝
奇
小
説
の
技
術
入
り
て
流
る
〉
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(
げ
)

棟
舜
問
、
前
掲
番
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