
 
 

内
的
世
界
の
冒
険
者
た
ち
（
六
） 
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石
田
徹
也
は
、
一
九
七
三
年
六
月
十
六
日
静
岡
県
焼
津
市
に
市
議
会
議
員

を
つ
と
め
た
父
嘉
弘
と
母
サ
チ
子
の
四
人
兄
弟
の
末
子
と
し
て
誕
生
し
、
二

〇
〇
五
年
五
月
二
三
日
町
田
市
の
小
田
急
線
で
の
踏
切
事
故
で
他
界
し
た
。

享
年
、
三
一
才
で
あ
っ
た
。
武
蔵
野
美
術
大
学
造
形
学
部
視
覚
伝
達
デ
ザ
イ

ン
学
科
四
年
次
在
籍
時
、「
第
六
回
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ア
ー
ト
『
ひ
と
つ
ぼ
展
』」

に
お
い
て
甲
乙
つ
け
が
た
い
と
い
う
異
例
な
か
た
ち
で
あ
っ
た
が
他
の
一

名
と
と
も
に
グ
ラ
ン
プ
リ
を
同
時
受
賞
し
た
。
ま
た
、
同
年
度
に
は
同
窓
と

な
る
平
林
勇
と
の
共
同
制
作
で
「
第
六
三
回
毎
日
広
告
デ
ザ
イ
ン
賞
」
の
優

秀
賞
も
受
賞
し
た
。 

  

『
ひ
と
つ
ぼ
展
』
の
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
者
に
は
、
一
年
後
自
ら
の
個
展
を

開
く
栄
誉
が
与
え
ら
れ
る
。
石
田
は
、
一
九
九
六
年
十
月
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
・

ガ
ー
デ
ン
（
東
京
）
に
て
「
漂
う
人
」
と
題
し
個
展
を
開
催
し
た
。
石
田
は
、

デ
ザ
イ
ン
事
務
所
一
社
の
採
用
試
験
を
受
け
て
い
た
が
採
用
が
か
な
わ
ず
、

こ
の
個
展
開
催
に
向
け
全
力
を
傾
注
し
て
い
た
。『
ひ
と
つ
ぼ
展
』
の
審
査

員
の
一
人
で
あ
っ
た
若
尾
真
一
郎
は
、
こ
の
個
展
を
訪
れ
以
下
の
よ
う
な
感

想
を
述
べ
て
い
る
。
若
尾
は
、
前
年
の
『
ひ
と
つ
ぼ
展
』
グ
ラ
ン
プ
リ
投
票

の
際
に
は
、
も
う
一
人
の
グ
ラ
ン
プ
リ
受
賞
者
（
成
田
久
氏
）
に
票
を
入
れ

て
い
た
。  

 

グ
ラ
ン
プ
リ
個
展
「
漂
う
人
」
を
見
た
時
の
衝
撃
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

会
場
に
入
る
と
横
位
置
の
大
き
な
画
面
に
、
本
人
で
あ
ろ
う
主
人
公

が
焦
点
の
合
わ
な
い
う
つ
ろ
な
瞳
で
、
し
か
し
何
か
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
異
様
な
作
品
群
が
あ
っ
た
。
…
…
画
面
の
主
人
公
達
は
皆
、

背
広
と
ネ
ク
タ
イ
に
身
を
か
た
め
新
入
社
員
の
よ
う
だ
が
、
そ
こ
に

は
夢
や
希
望
は
感
じ
ら
れ
ず
社
会
に
出
る
こ
と
へ
の
漠
然
と
し
た
不

安
が
漂
っ
て
い
た
。

  (1) 
  

人
間
が
無
機
的
な
器
物
や
機
械
と
一
体
化
・
合
体
化
し
て
描
か
れ
る
石
田

作
品
の
特
徴
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
若
尾
は
言
及
し
て
い
る
。  
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描
か
れ
て
い
る
ベ
ッ
ド
や
遊
具
や
便
器
等
は
、
用
を
な
さ
な
い
も
の

と
し
て
空
を
き
っ
て
本
人
と
の
関
係
を
遮
断
し
て
い
る
。
そ
れ
は
巨

大
な
社
会
構
造
の
シ
ス
テ
ム
を
目
の
前
に
し
て
一
歩
も
踏
み
出
せ
ず

に
い
る
自
分
の
姿
で
あ
る
が
、
人
間
を
ク
ロ
ー
ン
化
さ
せ
利
便
さ
と

ス
ピ
ー
ド
の
み
を
追
求
す
る
現
在
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
を
痛
烈
に
批
判

し
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
ひ
た
す
ら
描
く
こ
と
で
真
正
面
か
ら
自
分

と
対
峙
し
、
も
が
き
苦
し
み
な
が
ら
制
作
し
た
作
品
は
す
ぐ
に
壊
れ

て
し
ま
う
ガ
ラ
ス
玉
の
よ
う
に
純
真
だ
。
こ
の
深
い
か
な
し
み
と
孤

独
は
彼
の
す
べ
て
の
作
品
に
通
底
し
て
い
る
。
現
代
の
作
家
は
と
も

す
る
と
人
間
を
外
部
に
置
き
事
象
の
み
を
表
現
し
て
い
る
が
、
石
田

は
内
に
い
て
翻
弄
さ
れ
る
生
者
を
、
声
高
で
は
な
い
、
く
ぐ
も
っ
た

心
の
叫
び
を
見
事
に
描
き
き
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
現
代
美
術

の
新
た
な
旗
手
と
し
て
の
存
在
は
実
に
大
き
い
。 

  

こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
ま
さ
に
一
年
間
の
石
田
の
成
長
に
対
す
る
最
大
限
の

賛
辞
で
あ
り
、
今
後
の
成
長
へ
の
大
き
な
期
待
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。  

  

 
 

種
々
の
作
品  

  

無
機
的
な
器
物
・
機
械
と
一
体
化
・
合
体
化
す
る
人
間
を
描
こ
う
と
す
る

石
田
の
試
み
は
、
表
面
的
に
は
き
わ
め
て
即
物
的
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
お
い
て
無
機
的
な
器
物
と
一
体
化
・
合
体
化
す

る
人
間
は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
の
内
面
を
剔
抉
す
る
た
め
の
一
つ
の

道
具
・
装
置
と
な
る
。
石
田
は
自
分
を
取
り
ま
く
器
物
の
数
々
を
確
認
し
て

い
く
。
携
帯
電
話
は
絶
え
ず
自
分
に
命
令
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
（「
無
題
」

ア
ク
リ
ル
、103.0x73.8cm

、
個
人
蔵
、
一
九
九
五
年
）、
遊
具
は
陳
腐
な

与
え
ら
れ
た
夢
に
よ
る
束
縛
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
現
れ
る
（「
捜
索
」

ア
ク
リ
ル
、103.0x73.8cm

、
第
一
生
命
保
険
株
式
会
社
蔵
、
二
〇
〇
一

年
）。
器
物
と
し
て
の
学
校
の
存
在
ば
か
り
で
な
く
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

学
校
に
関
す
る
作
品
（
「
囚
人
」
ア
ク
リ
ル
、36.4x51.5cm

、
個
人
蔵
、

一
九
九
九
年
）
も
み
ら
れ
る
。
生
徒
は
、
学
校
の
建
物
と
一
体
化
し
校
舎
に

が
ん
じ
が
ら
め
に
と
ら
え
ら
れ
た
姿
で
描
か
れ
る
。
教
室
で
学
ぶ
生
徒
の
姿

は
顕
微
鏡
に
喩
え
ら
れ
（「
め
ば
え
」
ア
ク
リ
ル
、145.6x206.0cm

、
静

岡
県
立
美
術
館
蔵
、
一
九
九
八
年
）
描
か
れ
る

  (2)
。   

石
田
は
、
良
く
も
悪
し
く
も
現
代
人
に
と
っ
て
不
可
欠
な
存
在
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
テ
レ
ビ
を
作
品
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
た
び
た
び
と
り
あ
げ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
テ
レ
ビ
は
若
者
が
乗
る
乳
母
車
と
描
か
れ
た
り
（「
無

題
」
ア
ク
リ
ル
、103.0x73.8cm

、
個
人
蔵
、
一
九
九
五
年
）、
ダ
イ
ヤ
ル

式
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
付
い
た
旧
型
テ
レ
ビ
の
集
積
を
団
地
風
マ
ン
シ
ョ
ン
の

建
物
と
し
て
描
き
、
各
戸
を
形
成
す
る
一
台
一
台
の
テ
レ
ビ
の
中
で
安
ら
か

に
眠
る
若
者
た
ち
（「
無
題
」
ア
ク
リ
ル
、72.8x103.0cm

、
静
岡
県
立
美

術
館
蔵
、
一
九
九
五
年
）
が
描
か
れ
る
。
石
田
は
、
旧
型
テ
レ
ビ
の
集
積
を

団
地
風
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
物
と
描
い
た
こ
の
作
品
に
「
夜
に
な
る
と
マ
ン
シ
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ョ
ン
の
窓
に
あ
か
り
が
つ
く
。
多
く
の
人
は
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
は
ず
だ
。

テ
レ
ビ
は
人
々
の
自
由
を
奪
い
閉
じ
こ
め
て
い
る
よ
う
だ
。」
と
構
想
メ
モ

を
残
し
て
い
る

  (3)
。  

 

他
に
も
、
石
田
の
絵
画
を
代
表
す
る
作
品
が
あ
げ
ら
れ
る
。「
飛
べ
な
く

な
っ
た
人
」（
ア
ク
リ
ル
、103.0x145.6cm

、
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
、
一

九
九
六
年
）
は
、
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
に
設
置
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
遊
具
の
飛

行
機
と
背
広
の
若
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
一
体
化
し
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

石
田
自
身
、
創
作
ノ
ー
ト
に
お
い
て
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、「
と
ま
っ
て
い

る
ゆ
う
え
ん
ち
（
は
い
き
ょ
っ
ぽ
く
）

 
ゆ
う
え
ん
ち
の
ひ
こ
う
き
、
男 

と

び
た
い
け
ど
、
と
ん
で
い
け
な
い
イ
メ
ー
ジ
（
も
の
悲
し
い
）」
と
い
っ
た

メ
モ
書
き
を
残
し
て
い
る

  (4)
。
本
来
、
飛
行
機
は
大
空
を
自
由
に
飛
び
回
る

こ
と
の
で
き
る
機
械
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
支
柱
に
結
び
つ
け
ら
れ
自

由
を
奪
わ
れ
束
縛
さ
れ
、
徐
々
に
さ
び
朽
ち
て
い
く
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
組
織
や
人
間
関
係
の
様
々
な
し
が
ら
み
か
ら
、
次
第
に
身
動

き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
い
く
人
間
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。  

「
兵
士
」（
ア
ク
リ
ル
、145.6x103.0cm

、
静
岡
県
立
美
術
館
蔵
、
一

九
九
六
年
）
は
、
兵
士
が
塹
壕
に
潜
ん
で
い
る
構
図
で
、
足
を
負
傷
し
包
帯

を
巻
き
、
手
に
は
銃
器
の
代
わ
り
に
傘
を
持
っ
て
、
ビ
ル
で
囲
ま
れ
た
塹
壕

も
ど
き
の
空
間
に
潜
ん
で
い
る
不
安
げ
な
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
姿
を
描
い
て

い
る
。
ま
さ
し
く
企
業
戦
士
と
し
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
存
在
が
強
調
さ
れ

て
い
る
作
品
で
あ
る

  (5)
。  

「
燃
料
補
給
の
よ
う
な
食
事
」（
ア
ク
リ
ル
、145.6x206.0cm

、
静
岡

県
立
美
術
館
蔵
、
一
九
九
六
年
）
は
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
で
食
事
を
と
っ

て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
給
油
ノ
ズ
ル
が
カ
ウ
ン
タ
ー

に
座
る
客
の
口
に
直
接
入
れ
ら
れ
、
ガ
ソ
リ
ン
に
代
わ
っ
て
ノ
ズ
ル
か
ら
牛

丼
が
流
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
あ
り
様
が
、
あ
た
か
も
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で

自
動
車
が
給
油
を
受
け
る
よ
う
に
無
機
的
な
か
た
ち
で
描
か
れ
る
。
石
田
自

身
、
こ
の
作
画
に
あ
た
っ
て
「
牛
丼
屋
で
食
事
を
す
る
と
き
、
自
分
が
ま
る

で
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
入
っ
て
い
く
車
の
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
理
由
は
、

食
事
と
い
う
よ
り
も
燃
料
補
給
に
近
い
か
ら
だ
。」

  (6)
と
述
べ
て
い
る
。 

  

「
荷
」（
ア
ク
リ
ル
、103.0x145.6cm

、
個
人 

蔵
、
一
九
九
七
年
）
は
、

通
勤
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
満
員
電
車
に
乗
り
降
り
す
る
構
図
を
と
る
。
し
か

し
、
そ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
た
ち
は
体
が
四
角
く
圧
縮
さ
れ
、
梱
包
品
の
よ
う

に
紐
を
か
け
ら
れ
、
運
ば
れ
や
す
い
よ
う
に
と
取
っ
手
を
つ
け
ら
れ
た
姿
で

描
か
れ
て
い
る
。
通
勤
電
車
に
乗
っ
て
い
る
人
々
は
、
目
的
の
駅
へ
移
動
す

る
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
と
し
て
で
は
な
く
荷
物
と
し
て
、
単
な
る
物
と
し

て
運
ば
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。  

  

創
作
活
動
の
変
遷  

  
堀
切
正
人
は
、
石
田
徹
也
の
創
作
活
動
を
三
期
に
分
け
、
そ
の
変
遷
を
追

っ
て
い
る

  (7)
。
前
期
は
一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
六
年
で
、 

中
期
は
一
九

九
七
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
、 

後
期
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
五
年
と
区

分
さ
れ
る
。
前
期
の
時
間
が
短
時
日
と
な
る
が
、
石
田
の
約
十
年
と
い
う
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創
作
活
動
を
考
え
る
な
ら
ば
、
創
作
の
内
実
の
変
遷
を
考
え
る
と
い
う
意

味
で
や
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
前
期
は
、
制
作
活
動
を
始
め

て
、
最
初
の
個
展
開
催
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
石
田
は
個
展
開
催
に
よ
り

大
学
卒
業
後
の
進
路
を
就
職
で
は
な
く
画
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
決
め
、

こ
の
個
展
開
催
と
成
功
が
石
田
の
名
を
美
術
界
に
知
ら
し
め
る
こ
と
と
な

っ
た
。
石
田
作
品
に
特
徴
的
な
、
人
間
と
何
か
が
合
体
・
一
体
化
す
る
と

い
う
作
風
が
確
立
し
、
と
り
わ
け
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
よ
く
題
材
と
さ
れ

る
。  中

期
は
、
二
回
目
の
個
展
（
一
九
九
九
年
）
を
経
て
、「VO
CA

展
」

  (8)
出

展
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
挿
絵
の
仕
事
な
ど
を
し
つ
つ
も
、
デ
ザ
イ

ン
よ
り
も
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
世
界
へ
の
転
身
を
意
識
し
て
い
た
こ
ろ
で

あ
る
。
現
代
美
術
の
画
廊
で
の
個
展
や
、
若
手
画
家
の
登
竜
門
と
さ
れ
る

絵
画
展
へ
の
ノ
ミ
ネ
ー
ト
は
、
そ
の
成
果
と
言
え
る
も
の
で
あ
る
。
モ
チ

ー
フ
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
離
れ
て
多
様
化
し
、
画
材
も
ボ
ー
ド
に
ア
ク
リ

ル
絵
の
具
か
ら
、
キ
ャ
ン
バ
ス
に
油
彩
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
後
期
は
そ

れ
以
降
の
時
期
で
、
制
作
に
悩
み
つ
つ
も
、
三
回
目
の
個
展
（
二
〇
〇
三

年
）
も
行
わ
れ
た
。
作
風
は
よ
り
緻
密
に
か
つ
内
省
的
に
な
り
、
空
間
構
成

も
い
っ
そ
う
複
雑
化
す
る
。
肉
体
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
痛
々
し
い
表
現
も
目

立
つ
よ
う
に
な
る

  (9)
。  

石
田
徹
也
の
創
作
活
動
は
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
日
本
経
済
の
景
気
低

迷
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
バ
ブ
ル
崩
壊
期
間
は
、
正
式
に
は
一
九
九
一
年
三

月
か
ら
一
九
九
三
年
十
月
ま
で
の
景
気
後
退
期
を
さ
す
が
、
社
会
全
般
の
景

気
状
況
は
そ
れ
以
降
も
悪
化
し
て
行
く
。
日
本
経
済
の
「
失
わ
れ
た
二
十
年
」

と
言
わ
れ
る
そ
の
時
期
を
象
徴
す
る
の
が
、
一
九
九
七
年
か
ら
一
九
九
八
年

に
か
け
て
の
北
海
道
拓
殖
銀
行
、
日
本
長
期
信
用
銀
行
、
日
本
債
券
信
用
銀

行
、
山
一
證
券
、
三
洋
証
券
と
い
っ
た
大
手
金
融
機
関
の
倒
産
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
景
気
後
退
は
大
手
企
業
ば
か
り
で
な
く
中
小
の
企
業
に
も
、
と

い
う
よ
り
も
景
気
後
退
の
波
は
初
期
に
お
い
て
中
小
の
企
業
を
直
撃
し
、
そ

れ
が
大
手
企
業
に
も
波
及
し
象
徴
的
な
大
手
金
融
機
関
の
破
綻
に
つ
な
が

っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
思
え
ば
、
第
一
次
石
油
危
機
の
年
に
誕

生
し
た
石
田
徹
也
の
実
人
生
は
、
日
本
経
済
の
浮
き
沈
み
と
重
な
る
。
日
本

経
済
の
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
は
、
第
一
次
石
油
危
機
で
も
っ
て
冷
水
を
浴

び
せ
ら
れ
重
厚
長
大
産
業
か
ら
組
立
加
工
産
業
へ
の
産
業
構
造
の
シ
フ
ト

に
よ
っ
て
安
定
成
長
路
線
へ
と
舵
を
き
り
、
イ
ラ
ン
革
命
に
端
を
発
す
る
一

九
七
九
年
の
第
二
次
石
油
危
機
も
乗
り
切
り
、
持
続
的
安
定
成
長
へ
と
至
っ

た
。
こ
の
安
定
成
長
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
の
が
、
一
九
八
五
年
の
プ
ラ
ザ
合

意
に
と
も
な
う
円
高
の
進
行
で
あ
り
、
円
高
不
況
を
誘
発
し
た
の
で
あ
っ
た
。

バ
ブ
ル
経
済
は
、
円
高
不
況
を
乗
り
切
る
た
め
の
内
需
主
導
で
景
気
回
復
を

企
図
す
る
景
気
拡
大
政
策
に
よ
る
過
剰
流
動
性
の
発
生
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
。
バ
ブ
ル
経
済
の
過
熱
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
金
融
引
き
締
め
政
策

が
急
激
な
経
済
の
収
縮
、
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
を
現
出
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。  

景
気
後
退
と
い
う
マ
ク
ロ
的
経
済
動
向
を
別
に
し
て
も
、
石
田
自
身
の
経

済
状
況
は
、
け
っ
し
て
豊
か
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
二
六
才
と
な

る
一
九
九
九
年
頃
か
ら
、
親
元
か
ら
の
仕
送
り
を
断
ち
、
質
素
な
安
ア
パ
ー
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ト
を
借
り
、
工
事
現
場
な
ど
の
日
雇
就
労
で
生
活
費
を
稼
ぎ
、
ひ
た
す
ら
制

作
に
没
頭
し
て
い
た
。
労
働
者
派
遣
法
に
よ
り
派
遣
や
日
雇
い
な
ど
の
労
働

形
態
が
波
及
し
、
労
働
者
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
過
酷
な
状
況
が
到
来
し
た
時

期
で
あ
っ
た
。
ま
だ
画
家
と
し
て
経
済
的
に
も
一
人
立
ち
で
き
て
は
い
な
い

中
、
石
田
は
自
身
に
試
練
を
与
え
る
べ
く
、
厳
し
い
環
境
に
身
を
お
い
た
と

い
え
よ
う

 (10)
。
自
ら
親
元
か
ら
の
仕
送
り
を
絶
ち
、
生
活
費
を
賄
お
う
と
す

る
こ
と
が
石
田
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。
親
元
か
ら

の
仕
送
り
を
減
額
し
、
残
り
を
自
ら
稼
い
で
生
活
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
石
田
は
、
工
事
現
場
で
の
日
雇
労
働
の
体
験
を
も

と
に
作
品
を
描
い
て
い
る
。
工
事
現
場
で
実
際
に
起
こ
っ
た
事
故
を
モ
チ
ー

フ
と
し
た
「
残
骸
」
（
油
彩
、45.5x53.0cm
、
個
人
蔵
、
一
九
九
五
年
）

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
工
事
現
場
で
使
わ
れ
る
土
砂
や
道
具
を
運
ぶ
手
押
し

車
と
一
体
と
な
っ
た
横
倒
し
の
人
間
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
日
に
焼
け
た

た
く
ま
し
い
腕
と
、
恐
怖
か
ら
か
そ
の
手
で
耳
を
ふ
さ
ご
う
と
す
る
構
図
が

印
象
的
で
あ
る

 (11)
。  

   
 

石
田
徹
也
の
絵
画
の
地  

  

石
田
は
、
結
果
と
し
て
個
展
開
催
に
向
け
て
画
家
と
し
て
の
道
を
進
む
こ

と
に
な
る
が
、
か
な
わ
な
か
っ
た
と
は
い
え
一
度
は
大
学
を
卒
業
し
デ
ザ
イ

ン
事
務
所
へ
の
就
職
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
若

干
で
も
意
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
社
会
に
出
る
こ
と
に
つ
い
て
、
自
分

の
思
い
を
語
っ
て
い
る
。  

  

こ
れ
か
ら
入
っ
て
い
く
社
会
に
対
す
る
不
安
、
自
分
を
変
質
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
な
じ
む
こ
と
が
で
き
る
。
な
じ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。 

他
人
の
糸
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
感
じ
る 

普
段
は
、
自
分
を
変
化
さ
せ
て
、
な
じ
ん
で
い
る
が 

急
に
不
快
感
と
、
不
安
と
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。 

人
間
は
ど
ん
な
環
き
ょ
う
に
も
な
じ
む
こ
と
が
で
き
る 

人
間
、
技
術
や
環
境
は
あ
ま
り
選
べ
な
い
。
自
分
を
変
化
さ
せ
る
と

な
じ
む
こ
と
が
で
き
る
。 

拒
む
と
、
不
安
や
不
快
感
に
悩
ま
さ
れ
る
。 

ギ
ャ
グ
、
自
嘲
、
ぐ
ち
を
混
ぜ
な
が
ら
。

 (12) 
  

社
会
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
安
の
振
幅
を
生
き
よ
う
と
す

る
石
田
の
心
境
は
、
同
時
代
の
若
者
全
て
に
共
通
す
る
等
身
大
の
あ
り
様
と

い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
画
家
石
田
徹
也
と
し
て
社
会
に
出
で
る
そ
の
あ
り
方

は
、
他
の
同
時
代
の
若
者
以
上
に
振
幅
の
大
き
な
不
安
の
中
に
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。  

自
分
が
生
き
て
い
る
今
の
時
代
が
、
ど
う
い
う
時
代
な
の
か
を
知
る
こ
と

は
、
過
ぎ
去
っ
た
時
代
と
し
て
振
り
返
る
と
き
に
は
容
易
に
可
能
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
生
き
て
い
る
時
代
の
最
中
に
お
い
て
は
非
常
に
難
し
い
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
芸
術
作
品
は
、
そ
う
し
た
困
難
な
状
況
を
穿
つ
可
能
性
を
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持
つ
。
絵
画
作
品
に
限
ら
ず
そ
の
時
代
を
鮮
明
に
描
き
出
し
た
文
化
的
事
象

は
、
同
時
代
を
生
き
る
者
た
ち
に
そ
の
時
代
の
像
を
直
感
さ
せ
提
示
し
て
く

れ
る
。  

 

石
田
徹
也
の
絵
画
作
品
は
、
そ
う
い
う
同
時
代
を
生
き
る
者
た
ち
に
そ
の

時
代
の
像
を
直
感
さ
せ
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
田
の
作
品
は
、
一
九

九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
の
前
半
と
い
う
世
紀
の
変
わ
り
目
に

お
い
て
、
石
田
と
同
じ
世
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
の
世
代
に
対
し
て
、
現

在
と
は
、
社
会
と
は
、
そ
し
て
自
分
た
ち
が
何
で
あ
る
か
を
教
え
て
く
れ
た

絵
画
を
描
い
た
。
石
田
徹
也
の
絵
は
、
そ
の
よ
う
な
「
時
代
の
教
科
書
」  

 (13)
と
し
て
若
者
た
ち
の
前
に
現
れ
た
。
こ
う
し
た
石
田
の
作
品
は
、
デ
ザ
イ

ン
と
か
ア
ー
ト
と
か
具
象
と
か
抽
象
と
か
と
い
っ
た
通
常
の
ジ
ャ
ン
ル
区

分
に
お
さ
ま
ら
な
い
、「
異
物
」
と
し
て
む
し
ろ
肯
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た

 (14)
。
石
田
の
描
く
人
間
は
、
彼
自
身
の
自
画
像
と
も
い
わ
れ

る
。
石
田
自
身
、
そ
れ
ら
の
絵
画
作
品
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。

 
 

 

最
初
は
自
画
像
に
近
い
も
の
だ
っ
た
。
弱
い
自
分
を
ギ
ャ
グ
や
ユ
ー

モ
ア
で
笑
え
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。
結
果
は
、
笑
え
る
も
の
だ

っ
た
り
、
余
計
悲
し
い
も
の
が
で
き
た
り
し
て
、
見
る
人
に
よ
っ
て

は
、
風
刺
や
皮
肉
と
受
け
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
や
っ

て
続
け
て
い
く
か
て
い
で
自
分
自
身
が
、
消
費
者
、
都
市
生
活
者
、

労
働
者
、
と
広
が
っ
て
い
き
、
自
分
の
感
じ
る
社
会
問
題
も
意
識
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。  

僕
が
、
強
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
の
痛
み
、
苦
し
み
、

不
安
感
、
孤
独
感
な
ど
で
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
自
分
の
中
で
消
化

し
、
独
自
の
方
法
で
見
せ
た
い
。

 (15)  
  

「
人
の
痛
み
、
苦
し
み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
こ
れ
ら
は
、
け
っ
し
て
石

田
徹
也
一
人
が
創
作
の
核
心
に
す
え
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
万
人
で
は
な

い
と
し
て
も
、
画
家
ば
か
り
で
な
く
様
々
な
多
く
の
作
家
た
ち
が
こ
れ
ら
に

触
発
さ
れ
、
創
作
活
動
を
行
う
の
で
あ
る
。
石
田
は
、「
人
の
痛
み
、
苦
し

み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
に
直
面
し
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
消
化
し
、
独
自

の
方
法
で
見
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
石
田
は
言
う
。  

  
STU

D
IO

 VO
ICE  

新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
特
集
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と  

太
宰
治
と
か
の
系
譜
ら
し
い
が
、
ぼ
く
は
あ
ま
り
好
き
で
な
い
。  

僕
の
求
め
て
い
る
（
今
）
も
の
は
、
苦
悩
の
表
現
だ
っ
た
り
す
る
の

だ
が
、  

そ
れ
が
自
己
れ
ん
び
ん
に
終
わ
る
よ
う
な
、
暗
い
も
の
で
は
な
く
て
、

他
人
の
目
を
意
識
し
た
（
他
人
に
見
ら
れ
て
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
で

存
在
す
る
よ
う
な
）
も
の
だ
。  

自
分
と
他
人
の
間
の
か
べ
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
説
明
過
剰
を
生
み

だ
す
が
、  

そ
の
テ
ー
マ
な
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
肉
声
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
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る
な
ら
ば
、
直
情
的
に
た
た
き
つ
け
た
絵
画
よ
り
も
、
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
と
ん
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
は
ず
だ
。

 (16) 
  

  

石
田
の
境
位
は
、
他
者
と
の
結
び
つ
き
に
あ
る
。
自
ら
の
作
品
は
自
己
に

お
い
て
収
束
す
る
も
の
で
は
な
く
、
他
者
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
「
人
の
痛

み
、
苦
し
み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
と
ら
え
、
自
ら
「
消
化
す
る
」
と
い

う
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
石
田
は
「
人
生
に
対
し
て
決
し
て
第
三
者
的

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ど
の
作
品
を
と
っ
て
み
て
も
傍
観
的
な
も
の
は
す

こ
し
も
な
か
っ
た
。

 (17)
」
他
者
と
の
結
び
つ
き
の
中
で
「
人
の
痛
み
、
苦
し

み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、「
あ
ら
ゆ
る
外

的
な
支
え
が
崩
れ
去
っ
て
も
、
自
己
の
内
部
に
、
つ
ま
り
自
分
の
人
格
の
最

奥
の
核
心
の
中
に
…
…
あ
の
究
極
的
な
支
え

 (18)
」
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
人
の
痛
み
、
苦
し
み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
脱
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
は
な
い
。  

 

「
人
の
痛
み
、
苦
し
み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
克
服
す
る
た
め
に
自
己

の
内
面
の
内
に
究
極
的
な
支
え
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
自
己
の
内

に
世
界
や
生
の
支
持
的
基
盤
を
も
つ
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
究
極
な
支
え
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
他
者
の
存
在
を

必
要
と
せ
ず
、
い
わ
ば
彼
岸
の
世
界
に
自
己
の
生
を
お
く
る
こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
い
び
つ
な
内
的
世
界
の
構
築
に
す
ぎ

な
い
。
い
び
つ
な
内
的
世
界
の
構
築
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば

「
人
間
の
外
部
に
あ
る
実
在
と
の
支
持
的
な
関
連
を
再
び
取
り
戻
す
こ
と
」  

 (19)
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
し
ず
め
、
石
田
の

描
く
機
械
や
器
物
と
合
体
・
一
体
化
し
た
人
間
の
姿
は
、
広
義
の
意
味
で
「
人

間
と
外
部
に
あ
る
実
在
と
の
支
持
的
な
関
連
」
の
表
現
と
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。  

  
 

石
田
は
、
さ
ら
に
自
ら
の
絵
画
に
つ
い
て
語
る
。  

  

僕
の
求
め
て
い
る
の
は
、
悩
ん
で
い
る
自
分
を
み
せ
び
ら
か
す
こ
と

で
な
く
、  

そ
れ
を
笑
い
と
ば
す
、
ユ
ー
モ
ア
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。
ナ
ン
セ

ン
ス
へ
と
近
づ
く
こ
と
だ
。  

他
人
の
中
に
あ
る
自
分
と
い
う
存
在
を
意
識
す
れ
ば
、
自
分
自
身
に

よ
っ
て
計
ら
れ
た
重
さ
は
、
意
味
が
な
く
な
る
。  

そ
う
だ
、
僕
は
他
人
に
と
っ
て
、
十
万
人
や
二
十
万
人
と
い
う
多
数

の
中
の
一
人
で
し
か
な
い
の
だ
！  

そ
の
こ
と
に
、
落
た
ん
す
る
の
で
は
な
く
、
軽
さ
を
感
じ
取
る
こ
と
。

そ
れ
が
ユ
ー
モ
ア
だ
。

 (20)  
  

「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
計
ら
れ
た
重
さ
」
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
の
自
分

と
、「
他
人
の
中
に
あ
る
自
分
と
い
う
存
在
」
は
引
用
さ
れ
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

さ
れ
た
自
分
と
考
え
ら
れ
る

 (21)
。「
自
分
自
身
に
よ
っ
て
計
ら
れ
た
重
さ
」

は
、「
究
極
的
な
支
え
」
の
も
と
で
最
大
化
す
る
。
一
方
「
他
人
の
中
に
あ
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る
自
分
と
い
う
存
在
」
の
重
さ
は
、
個
人
は
多
数
の
中
の
一
人
に
す
ぎ
な
く

限
り
な
く
軽
く
な
る
。
し
か
し
、
石
田
に
と
っ
て
自
分
の
重
さ
の
軽
重
が
問

題
な
の
で
は
な
い
。「
人
の
痛
み
、
苦
し
み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
直
視

し
、
可
能
で
あ
れ
ば
克
服
す
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

石
田
の
考
え
方
か
ら
、
個
人
は
没
個
性
化
し
匿
名
化
し
た
存
在
と
描
か
れ
る
。

石
田
の
作
品
に
お
け
る
無
機
質
な
物
体
は
、
い
わ
ば
「
人
間
に
覆
い
被
さ
る

着
ぐ
る
み
」
で
あ
り
、「
虚
ろ
な
表
情
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
は
わ
れ
わ
れ
の

あ
り
の
ま
ま
の
姿
と
い
え
よ
う

 (22)
。
石
田
は
、
同
時
代
に
生
き
る
人
間
の
外

面
的
な
画
一
化
・
平
均
化
ば
か
り
で
な
く
、
内
面
的
な
画
一
化
・
平
均
化
を

も
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。  

 

石
田
の
絵
画
作
品
の
向
か
う
べ
き
方
向
性
を
示
唆
す
る
作
品
が
あ
る
。

「
迷
子
」（
ア
ク
リ
ル
・
油
彩
、53.0x45.5cm
、
個
人
蔵
、
二
〇
〇
四
年
）

で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
一
人
の
若
者
が
上
半
身
の
着
衣
を
胸
ま
で
た
く

し
上
げ
、
着
衣
の
た
く
し
上
げ
ら
れ
た
体
に
石
田
自
身
が
居
住
す
る
小
田
急

線
相
模
原
駅
周
辺
と
思
わ
れ
る
地
図
が
描
か
れ
て
い
る
。
地
図
に
は
行
く
べ

き
場
所
、
あ
る
い
は
帰
る
べ
き
場
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
図
を
読
む

こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
さ
ら
に
は
自

分
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
迷
子
」
の
表
題

が
示
す
よ
う
に
、
自
ら
の
体
に
描
か
れ
た
地
図
と
い
う
「
ま
ぎ
れ
も
な
い
答

え
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況

が
描
か
れ
て
い
る
。
体
に
記
さ
れ
た
地
図
と
の
距
離
が
ゼ
ロ
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
す
な
わ
ち
自
分
に
と
っ
て
の
最
小
の
距
離
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
ら
が

「
持
つ
」
地
図
を
対
象
化
で
き
ず
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン

マ
に
陥
る
の
で
あ
る

 (23)
。
自
ら
が
「
持
つ
」
地
図
は
常
に
「
同
行
」
す
る
が
、

人
は
そ
の
地
図
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ま
よ
う
す
べ
以
外
な
い
の
だ
。

「
迷
子
」
に
描
か
れ
る
若
者
の
姿
は
、
あ
た
か
も
社
会
と
い
う
荒
海
に
海
図

も
羅
針
盤
も
持
た
ず
し
て
出
で
る
船
の
様
を
呈
す
の
で
あ
る
。  
  

 

次
の
言
葉
も
、
画
家
石
田
徹
也
の
め
ざ
す
べ
き
絵
画
の
地
を
わ
れ
わ
れ
に

教
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。  

  

聖
者
の
よ
う
な
芸
術
家
に
強
く
ひ
か
れ
る
。「
一
筆
一
筆
描
く
た
び
に
、

世
界
が
救
わ
れ
て
い
く
」
と
本
気
で
信
じ
込
ん
だ
り
、「
羊
の
顔
の
中

に
全
人
類
の
痛
み
を
聞
い
た
」
り
す
る
よ
う
な
人
達
の
こ
と
だ
。
自

分
が
俗
物
だ
と
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
ま
す
。

 (24)  
  

一
人
の
画
家
が
「
聖
者
」
の
語
を
言
の
葉
に
の
せ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

「
ゴ
ォ
ホ
の
心
は
人
間
の
深
さ
を
持
っ
て
居
た
。
彼
は
聖
人
の
顔
が
描
き
た

い
と
ね
が
っ
た
事
が
あ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
し
て
彼
は
常
に
人
間
と
面
接
し
て

生
き
て
行
っ
た
。

 (25)
」
と
い
う
岸
田
劉
生
の
ゴ
ッ
ホ
へ
の
言
及
を
思
い
お
こ

す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
石
田
徹
也
と
聖
者
の
語
が
、
ゴ
ッ
ホ
と
聖
人
の
語
が

と
も
に
結
び
つ
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
傍
証
的
な
指
摘
に
す
ぎ
な
い
が
、
興

味
深
い
視
点
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。  

た
だ
一
点
に
お
い
て
結
び
つ
く
二
人
の
画
家
と
い
う
こ
と
で
は
、
ゴ
ッ
ホ
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と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ル
ル
で
の
共
同
生
活
を

企
図
す
る
と
は
い
え
、
二
人
は
水
と
油
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。
具
体
的

な
生
活
面
だ
け
で
な
く
、
絵
画
制
作
の
局
面
に
お
い
て
も
相
異
な
る
二
人
で

あ
っ
た
。
ゴ
ッ
ホ
が
厚
く
短
い
筆
触
で
あ
れ
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
薄
く
平
板

な
筆
触
と
な
り
、
ゴ
ッ
ホ
が
角
張
っ
た
輪
郭
で
描
く
と
す
れ
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ

ン
は
丸
み
を
お
び
た
輪
郭
で
描
い
て
い
た
。
ま
た
、
ゴ
ッ
ホ
が
補
色
を
多
く

用
い
れ
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
隣
色
を
好
み
、
ゴ
ッ
ホ
の
構
図
が
眼
の
あ
た
り

に
す
る
自
ら
の
体
験
に
も
と
づ
く
と
す
れ
ば
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
理
想
の
構
図

を
求
め
る
と
い
う
ふ
う
に
二
人
の
絵
画
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

二
人
は
た
だ
一
点
に
お
い
て
共
振
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
二
人
は
と
も
に
自

ら
が
信
じ
る
こ
と
を
ど
こ
ま
で
も
追
求
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
っ
た
。
ゴ
ッ

ホ
は
真
実
を
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
は
美
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
二
人
は
と
も
に

自
ら
信
ず
る
と
こ
ろ
を
狂
お
し
く
追
い
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。  

 
  

 

石
田
徹
也
が
「
聖
者
の
よ
う
な
芸
術
家
」
と
い
う
言
葉
で
何
を
考
え
て
い

た
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
残
さ
れ
た
ノ
ー
ト
等
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
詳
ら
か

で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
一
端
で
あ
れ
読
み
解
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
石
田
は
、
政
治
的
指
導
者
が
熱
狂
の
渦
の
中
で
人
々
を
導
く
よ
う

な
状
況
で
は
な
く
、
人
々
へ
の
聖
者
の
言
動
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
ら

の
絵
画
作
品
が
人
々
に
ゆ
っ
く
り
と
咀
嚼
さ
れ
反
芻
さ
れ
て
受
け
入
れ
ら

れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
場
限
り
で
は
な
い
永

続
的
な
影
響
の
力
を
自
ら
の
作
品
に
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
石
田
に
お
い
て
は
、
聖
者
の
よ
う
に
「
一
筆
一
筆
描
く
た
び
に
、
世
界

が
救
わ
れ
て
い
く
」
こ
と
が
ま
だ
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の

こ
と
を
実
現
す
る
こ
と
の
で
き
た
画
家
は
い
ま
だ
に
現
れ
て
は
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
実
現
の
成
否
は
と
も
か
く
、
石
田
は
絵
画
の
こ
の
高
み
を
目
指
そ

う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。 

石
田
は
、
経
済
的
に
も
裏
打
ち
さ
れ
た
十
分
な
名
声
を
獲
得
し
て
い
た
と

は
い
え
な
い
中
で
、
自
ら
生
活
費
を
稼
ぎ
制
作
活
動
を
続
け
て
い
た
。
け
っ

し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
絵
画
へ
の
情
熱
を
失
う
こ
と
な
く
石
田
は
そ
う
し

た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。「
物
事
は
、
あ
る
が

儘
に
あ
る
。
陰
気
に
考
え
よ
う
と
陽
気
に
考
え
よ
う
と
、
物
事
の
性
質
は
変

わ
り
は
し
な
い

 (26)
」
中
で
、
石
田
は
、
眼
前
に
現
れ
る
「
人
の
痛
み
、
苦
し

み
、
不
安
感
、
孤
独
感
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
愚
直
に
作
品
を
制
作
す
る

の
で
あ
る
。
石
田
も
、
ゴ
ッ
ホ
と
同
様
に
「
如
何
な
る
立
場
か
ら
言
う
主
張

で
も
な
く
、
わ
が
身
を
守
る
知
識
や
贅
沢
を
奪
わ
れ
、
た
だ
眼
前
に
与
え
ら

れ
た
も
の
に
し
か
生
き
る
糧
の
な
い
事
を
、
つ
ね
に
感
じ
て
い
る
人
」
(27)
に

ほ
か
な
ら
な
い
。  

 

「
人
生
は
、
こ
う
し
て
過
ぎ
て
行
く
。
時
は
再
び
還
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

僕
は
飽
く
ま
で
仕
事
に
没
頭
し
て
い
る
、
仕
事
の
機
会
は
再
び
来
な
い
と
承

知
し
て
い
る
、
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
だ
。
と
く
に
僕
の
場
合
で
は
、

も
っ
と
烈
し
い
発
作
が
、
や
が
て
は
、
恐
ら
く
絵
を
描
く
僕
の
力
を
、
永
遠

に
破
壊
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
…
…

 (28)
」
と
、
ゴ
ッ
ホ
は
傷
つ
い
た
自
分
の

精
神
を
自
覚
し
、
残
さ
れ
た
一
年
余
り
を
拍
車
を
か
け
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
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制
作
に
の
ぞ
ん
で
い
た
。
ゴ
ッ
ホ
は
自
ら
の
手
で
自
ら
に
終
止
符
を
打
つ
と

は
い
え
、
逆
算
し
て
一
年
余
り
の
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る

ま
い
。
あ
る
が
ま
ま
の
時
を
食
み
、
創
作
活
動
を
続
け
る
な
か
で
自
ら
死
を

選
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
石
田
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
結
果
と
し
て
の

残
さ
れ
た
日
々
は
、
逆
算
さ
れ
て
の
日
々
で
は
な
く
、
時
が
終
止
符
を
打
つ

ま
で
、
愚
直
に
眼
前
に
現
わ
れ
出
で
る
も
の
を
食
み
制
作
す
る
日
々
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。  

石
田
徹
也
は
、
画
家
と
し
て
の
光
芒
を
放
つ
と
と
も
に
、
た
ゆ
ま
ず
描
き

「
眼
前
に
あ
る
も
の
と
と
も
に
一
生
を
生
き
た

 (29)
」
の
で
あ
る
。  

 

注 (1) 

石
田
徹
也
『
石
田
徹
也
遺
作
集
』
求
龍
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
一
〇
〇
頁
。 

(2) 

江
尻
潔
「『
痛
み
』
と
し
て
の
地
図
」『
石
田
徹
也
ノ
ー
ト
』
求
龍
堂
、
二
〇

一
三
年
、
五
頁
。 

(3) 

石
田
徹
也
『
石
田
徹
也
ノ
ー
ト
』
求
龍
堂
、
二
〇
一
三
年
、
三
五
頁
。 

(4) 

同
上
書
、
六
三
頁
。 

(5) 

同
上
書
、
五
五
頁
。 

(6) 

同
上
書
、
七
一
頁
。 

(7) 

堀
切
正
人
「
石
田
徹
也
《
飛
べ
な
く
な
っ
た
人
》
お
よ
び
《
市
場
》
の
制

作
過
程
に
つ
い
て 

」『
常
葉
大
学
造
形
学
部 

紀
要 

第
十
四
号
』
二
〇
一
八

年
、
一
三
頁
。 

(8) Vision O
f Contem

porary Art

展
。
各
地
の
未
知
の
優
れ
た
若
い
才
能

を
発
掘
し
よ
う
と
全
国
の
美
術
館
学
芸
員
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
研
究
者

な
ど
に
四
〇
才
以
下
の
若
手
作
家
の
推
薦
を
依
頼
し
、
そ
の
推
薦
を
得
た

作
家
が
平
面
作
品
の
新
作
を
出
品
す
る
展
覧
会
で
あ
る
。 

(9) 

江
尻
潔
は
、
こ
の
時
期
の
特
徴
を 

石
田
徹
也
の
作
品
は
痛
み
を
自
覚
さ
せ

る
夢
の
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
と
し
、「
心
の
傷
を
自
覚
さ
せ
る
た
め
に

夢
は
機
能
し
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
抑
圧
に
よ
り
生
じ
た
傷
を
痛
み
に
よ
っ

て
意
識
さ
せ
ま
す
。
こ
の
機
能
は
、
芸
術
作
品
に
も
あ
り
ま
す
。
芸
術
に

は
痛
み
を
引
き
起
こ
し
、
日
常
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
生
を
掬
い
あ
げ
る
は
た

ら
き
が
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
痛
み
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
実

感
さ
せ
る
わ
け
で
す
。」
と
指
摘
す
る
。
（『
石
田
徹
也
ノ
ー
ト
』
求
龍
堂
、

二
〇
一
三
年
、
四
頁
。） 

(10) 

石
田
徹
也
、
前
掲
書
、
六
頁
。 

(11) 

経
済
的
状
況
の
変
化
が
創
作
活
動
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
事
例
と
し
て
、

石
川
啄
木
の
場
合
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
父
の
住
職
罷
免
と
い

う
出
来
事
は
、
啄
木
自
身
は
言
う
に
及
ば
ず
石
川
家
全
員
が
生
き
て
い
く
た

め
の
経
済
基
盤
の
喪
失
を
意
味
し
、
裕
福
と
い
え
な
い
ま
で
も
安
定
し
た
そ

れ
ま
で
の
生
活
か
ら
放
り
出
さ
れ
路
頭
に
迷
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
経
済
基
盤
の
喪
失
よ
り
生
じ
た
石
川
啄
木
の
変
化
が
、
書
簡 

 

の
中
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。  

処
女
詩
集
『
あ
こ
が
れ
』
刊
行
ま
で
は
、
渋
民
の
地
に
育
っ
た
天
真
爛
漫

な
啄
木
の
才
能
が
開
花
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
啄
木
は
、
自

ら
の
感
情
の
高
ま
り
、
高
揚
感
を
歌
い
あ
げ
て
い
た
。
そ
の
根
柢
に
は
、
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「
高
尚
な
る
感
情
は
高
尚
な
る
人
格
を
形
造
る
高
尚
な
る
愛
の
一
念
は
人

生
の
最
高
貴
な
る
価
値
也
。
詩
人
の
立
脚
地
も
亦
こ
こ
に
あ
り
。
最
高
の

意
志
は
最
高
の
感
情
を
伴
う
、
こ
れ
わ
が
詩
論
也
…
…
」
（
明
治
三
七
年

八
月
三
日
伊
藤
桂
一
郎
宛
書
簡
）
と
い
っ
た
考
え
が
あ
り
、
自
ら
の
才
能

に
絶
大
の
自
信
を
も
ち
自
ら
の
才
能
を
迸
ら
せ
る
か
の
よ
う
に
歌
う
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。
「
理
想
と
現
実
の
…
…
乖
離
破
綻
の
あ
れ
ば
あ
る

程
、
力
も
勇
み
も
い
や
更
に
強
く
な
り
候
。
」
（
同
年
一
二
月
一
四
日
姉

崎
嘲
風
宛
書
簡
）
。  

し
か
し
、
理
想
と
現
実
の
乖
離
破
綻
す
ら
何
す
る
も
の
ぞ
と
い
っ
た
高
揚

感
も
、
現
実
の
「
貧
し
き
こ
と
」
に
は
抗
え
な
か
っ
た
。
「
兄
よ
、
天
下

に
小
生
の
恐
る
べ
き
敵
は
唯
一
有
之
候
。
そ
は
実
に
生
活
の
条
件
そ
の
も

の
に
候
。
生
活
の
条
件
は
第
一
に
金
力
に
候
。
小
生
は
金
の
一
語
を
き
く

毎
に
云
ひ
難
き
厭
悪
と
恐
怖
を
感
じ
中
候
。
小
生
は
少
な
く
と
も
悪
人
に

は
無
之
候
。
然
も
た
だ
こ
の
金
の
為
に
、
否
金
の
な
き
為
、
貧
な
る
為
に
、

親
に
不
幸
の
子
と
な
り
、
友
に
不
義
の
子
と
相
成
る
に
て
候
。
茫
々
た
る

未
来
の
事
を
思
う
毎
に
小
生
は
ま
づ
こ
の
恐
る
べ
き
敵
に
切
歯
せ
ざ
る
を

え
ず
候
。
」
（
明
治
三
八
年
四
月
一
一
日
金
田
一
京
助
宛
書
簡
）
「
小
生

は
人
の
如
く
笑
ひ
も
し
、
高
く
談
り
も
す
。
然
れ
ど
も
そ
の
言
葉
、
そ
の

笑
い
、
そ
れ
ら
は
、
あ
あ
、
常
に
空
虚
な
ら
ざ
る
笑
い
な
り
や
、
言
葉
な

り
や
」
（
同
書
簡
）
と
、
こ
れ
ま
で
通
り
に
は
笑
う
こ
と
も
、
語
ら
う
こ

と
も
で
き
な
い
自
分
の
姿
に
気
づ
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
啄
木
と

石
田
徹
也
と
は
、
時
代
も
取
り
ま
く
状
況
も
異
な
り
経
済
問
題
が
与
え
る

影
響
の
大
小
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
石
田
に
お
い
て
も
け
っ

し
て
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
状
況
は
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

(12) 

石
田
徹
也
、
前
掲
書
、
二
五
六
頁
。 

(13) 

同
上
書
、
三
九
頁
。 

(14) 

同
上
書
、
四
〇
頁
。 

(15) 

同
上
書
、
二
六
七
頁
。 

(16) 

同
上
書
、
二
六
三
頁
。 

(17) 

窪
川
鶴
次
郎
「
作
家
啄
木
」『
文
芸
読
本 

石
川
啄
木
』
河
出
書
房
新
社
、

一
九
七
六
年
、
一
〇
七
頁
。 

(18) O
. F. Bollnow, N

eue G
eborgenheit, Stuttgart 1955, S.16. 

(19) Ebenda, S.18. 

(20) 

石
田
徹
也
、
前
掲
書
、
二
五
六
頁
。 

(21) 

同
上
書
、
四
一
頁
。 

(22) 

同
上
書
、
五
六
頁
。 

(23) 

同
上
書
、
九
頁
。 

(24) 

同
上
書
、
二
六
五
頁
。 

(25) 

岸
田
劉
生
『
岸
田
劉
生
全
集 

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
一
一

八
頁
以
下
。 

(26) 
ゴ
ッ
ホ
の
言
葉
。『
小
林
秀
雄
全
集 

第
十
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三

〇
一
頁
。 

(27) 

小
林
秀
雄
の
ゴ
ッ
ホ
を
評
し
た
言
葉
で
あ
る
。
同
上
書
、
三
三
三
頁
。 

(28) 

同
上
書
、
三
八
七
頁
。 
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(29) 
参
照
。
棟
方
寅
雄
『
図
録 

岸
田
劉
生
展
』
東
京
新
聞
、
一
九
七
〇
年
。
一

五
七
頁
。 

 

（
か
ん
の
・
た
か
ひ
こ 

東
海
大
学
文
学
部
教
授
） 
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