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梶
井
埜
次
郎
の
処
女
作
「
神
様
」
は
、
大
正
十
四
年
、
同
人
雑
誌
『
青
空
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
作
品
の
原
型
は
大
正
十

一
年
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
秘
や
か
な
楽
し
み
」
と
い
う
題
の
詩
で
あ
り
、
以
後
二
年
間
に
四
回
書
き
改
め
ら

れ
て
い
る
。
第
三
稿
は
、
大
正
十
三
年
に
書
か
れ
た
「
瀬
山
の
話
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
瀬
山
の
話
」
は
未
定
稿
で
は
あ
る
が
、

量
も
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ふ
く
ら
み
を
持
っ
た
作
品
で
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
小
説
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
梶
井
は
そ
の
中

か
ら
「
檸
檬
」
の
挿
話
の
み
を
抜
き
だ
し
て
独
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
い
か
に
こ
の
主
題
に
執
着
し
て
い
た
か
、
ま
た
、
彼
の
内

面
の
エ
キ
ス
、
精
髄
を
い
か
に
純
粋
に
し
ぼ
り
あ
げ
て
作
品
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
分
る
。

「
檸
檬
」
の
モ
チ
ー
フ
は
、
冒
頭
の
一
句
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
作
品
で
は
、
そ
の
内
容
を
要
約
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
重
要

な
表
現
が
初
め
の
ほ
う
に
出
て
く
る
こ
と
が
多
く
、
彼
自
身
そ
う
い
う
作
風
に
つ
い
て
反
省
し
た
り
し
て
い
る
が
、
「
檸
檬
」
に
お
い

て
も
同
様
で
、
ま
ず
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
え
つ
け
て
い
た
。
」
と
、
い
き
な
り
作
品
の
核
心
を
な
す

部
分
を
提
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
何
か
も
や
も
や
と
鯵
屈
し
た
感
情
が
主
人
公
「
私
」
の
中
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

梶
井
基
次
郎
の
二
重
性

高
木
利
夫
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3０ 
何
で
あ
る
か
分
ら
な
い
。
そ
の
分
ら
な
い
も
の
を
論
理
的
に
追
い
詰
め
る
の
で
は
な
く
、
何
だ
か
分
ら
な
い
不
吉
な
塊
を
抱
い
て
街
を

さ
ま
よ
っ
て
い
る
青
年
の
内
面
の
す
が
た
を
定
着
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

「
私
」
が
抱
い
て
い
る
不
吉
な
塊
は
、
名
づ
け
れ
ば
喪
失
感
と
も
虚
無
感
と
も
言
え
よ
う
が
、
と
に
か
く
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
、

否
定
的
な
、
暗
い
感
情
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
私
」
の
眼
に
映
ず
ろ
風
景
も
、
好
き
な
品
物
も
、
以
前
と
は
違

っ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
肺
尖
カ
タ
ル
で
熱
も
あ
る
。
死
が
近
い
の
か
も
知
れ
な
い
、
そ
ん
な
怖
れ
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
レ
モ
ン
を
一
個
買
っ
た
こ
と
で
、
「
私
」
に
ふ
い
に
幸
福
感
が
や
っ
て
き
た
。
不
吉
な
塊
が
い
く
ら
か
弛
ん
で

き
て
、
ふ
だ
ん
避
け
て
い
た
丸
善
に
も
や
す
や
す
と
入
れ
そ
う
な
気
が
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
入
っ
て
み
る
と
、
再
び
憂
謬
が
た

て
こ
め
て
き
た
。
幸
福
感
は
去
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
私
」
は
い
た
ず
ら
を
思
い
つ
く
。
本
を
積
み
上
げ
た
上
に
レ
モ
ン
を
置

い
て
外
に
出
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
内
面
に
思
わ
ぬ
緊
張
が
生
ま
れ
、
「
私
」
は
救
わ
れ
た
思
い
に
駆
ら
れ
る
。
再
び
幸

福
感
が
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
の
レ
モ
ン
が
爆
弾
で
あ
っ
て
、
十
分
後
に
丸
善
が
大
爆
発
を
起
す
の
で
あ
っ
た
ら
ど
ん

な
に
面
白
い
だ
ろ
う
と
想
像
し
な
が
ら
、
「
私
」
は
街
に
出
て
い
く
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
こ
の
作
品
で
は
、
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
作
者
の
意
図
を
解
く
重
要
な
キ
イ
・
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
分
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
で
あ
り
、
否
定
的
で
あ
る
主
人
公
の
内
面
に
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
、
肯
定
的
な
感
情
が
生
ま
れ
た
時
に
、
こ
の

「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
幸
福
」
が
キ
イ
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
の
は
、
「
檸
檬
」
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
作
品

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
で
具
体
的
に
触
れ
る
。
と
に
か
く
、
「
檸
檬
」
で
は
、
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
を
キ
ィ
・

ワ
ー
ド
に
し
て
、
否
定
と
肯
定
、
否
定
と
肯
定
と
い
う
具
合
に
起
伏
す
る
主
人
公
の
内
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内

面
の
起
伏
が
そ
の
ま
ま
作
品
を
引
っ
張
っ
て
い
く
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
個
の
レ
モ
ン
が
、
こ
こ
で
は
幸
福
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
丸
善
の
中
に
置
い
て
出
て
き
て
し
ま
う
、
そ
の
瞬
間

の
戦
操
に
主
人
公
の
「
私
」
は
自
分
の
存
在
証
明
を
見
出
す
わ
け
で
あ
る
。
存
在
証
明
と
い
っ
て
も
、
次
の
瞬
間
に
は
、
ま
た
泡
の
よ

う
に
消
え
て
い
く
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
消
え
て
し
ま
え
ば
、
後
は
再
び
不
吉
な
塊
が
胸
を
圧
し
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
一
瞬
の

緊
張
感
、
幸
福
感
は
確
実
に
あ
っ
た
。
確
実
に
存
在
し
た
。
そ
の
確
実
に
あ
っ
た
と
い
う
自
覚
が
、
主
人
公
の
「
私
」
に
と
っ
て
一
種
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そ
れ
は
救
済
と
い
う
よ
う
な
、
大
袈
裟
な
、
観
念
的
な
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
や
は
り
肯
定
に
つ
な
が
る
瞬
間
で
あ
る
。
ネ
ガ
テ

ィ
ヴ
な
感
情
の
中
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
識
が
顔
を
出
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
救
い
で
あ
る
。
虚
無
感
や
絶
望
感
が
深
け
れ
ば
深
い

ほ
ど
、
そ
こ
か
ら
脱
れ
得
た
一
瞬
、
救
わ
れ
た
一
瞬
の
価
値
は
重
く
な
る
。
そ
れ
が
た
と
え
束
の
間
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
時
に
き
ら
め
く
も
の
が
人
間
を
支
え
て
い
る
何
か
で
は
な
い
か
。
人
間
と
い
う
存
在
の
真
実
を
示
す
何
か
で
は
な
い
か
。
梶
井
基
次

郎
が
「
檸
檬
」
で
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
は
以
上
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
棒
様
」
を
読
ん
で
く
る
と
、
梶
井
文
学
に
お
け
る
二
兎
性
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
く
。
否
定
と
肯
定
、
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
、
階
と
明
と
い
う
相
互
に
矛
盾
し
、
対
立
す
る
要
素
が
ち
ょ
う
ど
二
頭
柵
造
の
よ
う
に
存
在
し
、
両
者
が
か
ら

み
あ
う
形
で
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
否
定
を
基
底
と
し
て
、
そ
こ
に
肯
定
の
要
素
を
投
げ
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
の
内
面

ド
ラ
マ

に
動
き
が
生
ま
れ
、
劇
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
梶
井
蕊
次
郎
の
認
識
の
型
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
彼
の
生
き

て
い
く
上
で
の
基
本
的
な
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

梶
井
埜
次
郎
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し
た
二
つ
の
要
素
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
た
人
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
生
前
の

彼
を
知
っ
て
い
た
人
た
ち
の
証
言
に
数
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
伊
藤
整
は
『
若
い
詩
人
の
肖
像
』
の
中
で
、
梶
井
の
は
「
絶
望
感
と

あ
か
る
さ
と
の
奇
妙
に
結
び
つ
い
た
生
き
方
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
萩
原
朔
太
郎
は
「
烈
し
い
衝
動
に
よ
っ
て
創
作
す
る

と
こ
ろ
の
真
の
情
熱
的
詩
人
」
と
「
冷
酷
無
情
の
目
を
持
っ
た
ニ
ヒ
リ
ス
チ
ッ
ク
の
哲
学
者
」
が
同
居
し
て
い
る
と
言
い
、
友
人
の
外

村
繁
は
「
強
烈
な
放
蕩
精
神
」
と
「
理
想
を
求
め
ん
と
す
る
高
遮
な
る
精
神
」
が
共
存
し
て
い
る
と
響
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
証
言
は

み
な
、
二
重
性
が
梶
井
に
と
っ
て
か
な
り
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
大
事
な
こ
と
は
、
そ
れ

が
梶
井
の
生
得
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
二
重
性
が
作
品
の
中
に
ど
う
現
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
そ
れ

が
作
品
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
て
い
る
か
を
問
う
こ
と
な
の
だ
。

の
救
い
と
な
る
の
で
あ
る
。

梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
二
重
性
は
、
個
々
の
作
品
に
現
わ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
対
照
的
な
二
つ
の
作
品
系
列
と
な
っ
て
も
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、

鑓
纈
艘
鞠
騨
｝
魂
雛
腓
纈
坊
瀦
泙
Ⅷ
纈
纐
瀦
雛
戴
燭
維
腓
騨
繍
鯖
糊
蝋
訴

作
品
が
、
階
と
明
、
対
照
的
な
色
調
に
分
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
り
、
二
重
性
が
彼
の
本
質
に
根
ざ
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
て
も
い
る
。

し
か
し
、
二
つ
の
系
列
を
比
較
す
れ
ば
、
圧
倒
的
に
「
檸
檬
」
の
系
列
、
暗
を
基
調
と
す
る
作
品
の
ほ
う
が
数
多
く
書
か
れ
て
い

る
。
主
人
公
の
ほ
と
ん
ど
が
結
核
と
神
経
衰
弱
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
青
年
で
あ
り
、
そ
の
病
苦
に
満
ち
た
、
不
健
康
な
、
暗
鯵
な
生

活
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
勿
論
、
作
者
梶
井
の
生
活
の
反
映
で
あ
る
こ
と
は
間
迷
い
な
い
が
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
個

人
的
な
心
情
の
告
白
と
し
て
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
自
己
形
成
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
自

己
の
体
験
を
も
と
に
し
て
、
ひ
と
り
の
青
年
の
内
面
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
の
本
質
に
鋭
く
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
描
い
て
い
る
世
界
の
普
遍
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
れ
ほ
ど
執
勘
に
青
年
の
暗
い

感
悩
を
描
き
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
病
と
名
づ
け
て
も
い
い
も
の
だ
っ
た
。

日
本
の
近
代
が
矛
盾
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴

派
の
詩
人
た
ち
の
影
響
を
受
け
、
世
紀
末
と
か
頽
廃
と
か
不
安
と
か
、
先
端
的
な
近
代
の
感
情
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
の
時
、
ち
ょ
う

ど
日
本
は
、
関
東
大
震
災
以
後
の
、
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
大
衆
文
化
社
会
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
頽
廃
や
不

安
は
、
そ
う
い
う
社
会
背
景
の
も
と
で
、
時
代
の
本
質
に
穴
を
う
が
つ
鋭
い
キ
リ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

梶
井
は
よ
く
「
堕
落
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
裏
に
は
、
と
も
す
れ
ば
放
蕩
に
の
め
り
込
み
が
ち
な
自
分
に

対
す
る
潔
癖
な
嫌
悪
感
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
稜
極
的
に
「
堕
落
」
を
評
価
し
、
武
器
と
し
て
利
用

し
た
い
気
持
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
堕
落
」
が
頽
廃
に
通
じ
、
世
紀
末
に
通
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
後
に
太
宰
治
が

「
父
は
義
の
た
め
に
遊
ん
で
い
る
」
と
誓
い
た
の
も
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
。
近
代
の
感
情
と
感
覚
は
、
「
堕
落
」
を
通
じ
て
の

み
表
現
で
き
る
。
そ
れ
に
病
苦
が
加
わ
れ
ば
、
表
現
は
一
層
鋭
く
、
強
い
も
の
に
な
る
。
梶
井
に
は
そ
う
い
う
自
負
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
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し
か
し
、
現
在
に
な
っ
て
み
る
と
、
大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
の
世
紀
末
思
想
や
頽
廃
の
感
情
に
は
、
濃
厚
に
作
ら
れ
た

も
の
の
匂
い
が
す
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
日
本
の
文
学
は
圧
倒
的
な
西
欧
文
学
の
影
騨
下
で
変
貌
を
と
げ
て
き
た
。
当
然
、
新
し
い

思
想
・
感
情
の
移
入
時
に
は
無
理
が
多
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
い
つ
の
間
に
か
、
日
本
文
学
独
自
の
流
れ
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
、
咀
噸

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
も
例
外
で
は
な
く
、
頽
廃
や
不
安
を
か
な
り
強
引
に
招
き
寄
せ
た
感
じ
が
し
な
い
で
は
な
い
。

梶
井
の
場
合
も
、
頽
廃
、
病
鯵
が
か
な
り
作
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
適
当
で
な
け
れ
ば
、
誇
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

梶
井
は
資
質
と
し
て
は
暗
い
否
定
的
な
面
よ
り
も
、
明
る
い
肯
定
的
な
面
の
ほ
う
が
濃
度
は
淡
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
意
識

的
に
抑
え
、
暗
い
側
面
を
前
面
に
押
し
出
し
て
小
説
を
書
い
た
。
彼
が
魅
か
れ
た
壯
紀
末
の
感
情
が
そ
れ
を
強
い
た
と
も
言
え
る
。
彼

は
か
な
り
辛
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
狭
い
袋
小
路
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ど
う
脱
れ
よ
う
か
と
思
い
つ
づ
け

て
い
た
に
違
い
な
い
。
特
に
晩
年
、
昭
和
一
一
年
の
「
冬
の
日
」
、
昭
和
三
年
の
「
覚
の
話
」
「
冬
の
蝿
」
あ
た
り
に
な
る
と
、
作
品
は
円

環
を
描
き
、
出
口
は
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
も
当
然
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
「
風
景
」
よ
り
も
一
‐
生
活
」
だ
、

つ
ま
り
、
心
象
風
景
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
人
間
の
生
活
を
描
く
べ
き
だ
と
考
え
て
、
昭
和
七
年
に
「
の
ん
き
な
患
者
」
を
発
表
す
る

梶
井
基
次
郎
が
志
賀
直
哉
に
魅
か
れ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
志
賀
の
作
品
を
一
宇
一
句
、
句
読
点
も
含
め
て
そ
の
ま

ま
に
原
稿
用
紙
に
書
き
写
し
、
文
章
の
呼
吸
を
学
ぼ
う
と
し
た
。
志
賀
に
対
す
る
敬
愛
の
念
は
か
な
り
強
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
は
多
少
の
違
和
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
志
賀
の
文
学
は
強
い
自
己
肯
定
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
っ

て
、
梶
井
文
学
の
基
調
で
あ
る
自
己
否
定
の
要
素
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
梶
井
は
一
体
、
志
賀
の
ど
ん
な
点
に
魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
人
と
も
鋭
い
感
覚
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
た
だ
、
志
賀
の
感
覚
を
支
え
て
い
る
も
の
は
頑
固
な
ま
で
に
自
分

を
押
し
通
す
我
の
強
さ
で
あ
る
。
原
始
人
の
感
覚
と
ま
で
言
わ
れ
る
強
靭
さ
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
我
と
い
う
近
代
的
な
観
念
の
洗
礼
を

受
け
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
強
い
。
近
代
的
な
知
性
の
持
主
で
あ
っ
た
芥
川
竜
之
介
が
、
晩
年
憧
れ
を
抱
き
な
が
ら
も
つ
い
に
対
抗
す
る

こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
強
さ
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
梶
井
の
感
覚
は
は
る
か
に
近
代
的
で
あ
り
、
近
代
人
の
弱
さ
を
裏
に
秘
め
た

つ
ま
り
、
心
象
風
景
髪

に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

●
も
の
で
」
あ
っ
た
。
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3４ 

友
人
の
中
谷
孝
雄
は
こ
う
響
い
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
を
注
意
深
く
読
む
と
、
た
だ
明
る
い
と
い
う
だ
け
の
単
純
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
る
。
処
女
作
「
檸
檬
」

と
同
様
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
梶
井
の
二
重
性
が
重
要
な
作
用
を
し
て
い
て
、
基
調
は
明
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
氷
山
の
一

角
が
顔
を
出
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
水
面
下
に
は
や
は
り
暗
の
部
分
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
も
明
と

暗
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
複
雑
な
か
ら
み
あ
い
が
作
品
に
微
妙
な
陰
影
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
の
上
澄
み
の
と
こ
ろ
、
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
日
常
的
な
些
細
な
出
来
事
だ
が
、
そ
れ
を
文
字
に
し
て
表
現
し
て
い
る
の
が

揮
然
と
し
て
一
つ
の
爽

「
と
に
か
く
、
こ
の
佐

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
」

梶
井
も
ま
た
、
彼
に
欠
け
て
い
た
志
賀
の
強
さ
に
魅
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
村
繁
が
指
摘
し
た
「
理
想
を
求
め
ん
と
す
る
高
迦
な

る
精
神
」
が
、
志
賀
の
中
に
同
質
の
要
素
を
見
、
し
か
も
そ
れ
が
よ
り
強
い
感
覚
を
通
し
て
実
現
し
て
い
る
こ
と
に
感
動
し
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
か
。
梶
井
は
背
日
的
な
傾
向
の
作
品
を
書
き
つ
づ
け
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
多
分
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
本
質

は
む
し
ろ
向
日
的
な
、
肯
定
的
な
、
明
の
側
面
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

！
一
一

大
正
十
四
年
『
青
空
』
二
号
に
発
表
さ
れ
た
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
は
、
明
の
系
統
の
代
表
作
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
大
正
十
三
年

八
月
、
三
重
県
松
阪
に
あ
る
姉
の
家
を
訪
ね
て
、
｜
か
月
近
く
滞
在
し
た
時
の
見
聞
を
材
料
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
年
梶
井

は
、
五
年
に
わ
た
る
長
い
憂
鯵
な
第
三
高
等
学
校
の
生
活
を
終
え
、
東
京
帝
国
大
学
の
英
文
科
に
進
学
し
た
。
そ
の
鮫
初
の
奥
休
み
と

い
う
わ
け
で
、
梶
井
の
生
涯
の
中
で
も
股
も
明
る
く
、
希
望
に
満
ち
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
作
者
の
気
持
が
反
映
し
て
、
作

品
は
全
体
と
し
て
大
変
明
る
く
、
健
康
的
な
印
象
を
与
え
る
。
輝
く
八
月
の
太
陽
と
伊
勢
の
自
然
、
住
民
の
素
朴
な
人
情
、
そ
れ
ら
が

揮
然
と
し
て
一
つ
の
爽
や
か
な
文
学
空
間
を
作
り
だ
し
て
い
る
。

「
と
に
か
く
、
こ
の
作
品
は
、
梶
井
の
粉
神
の
向
日
性
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
た
も
の
で
、
彼
の
全
作
品
中
い
ち
ば
ん
明
る
く
、
健
康

的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
特
色
に
ひ
か
れ
て
か
、
こ
の
作
品
を
梶
井
文
学
の
白
眉
と
な
す
人
は
か
な
り
多
い
。
詩
人
の
三
好
達
治
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3５ 

明
の
部
分
。
暗
の
部
分
は
非
日
常
的
な
、
め
っ
た
に
起
ら
な
い
劇
的
な
出
来
事
の
場
合
が
多
い
が
、
そ
れ
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
暗
示
程
度

に
触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
明
る
い
日
常
生
活
が
た
ん
た
ん
と
描
か
れ
て
い
く
中
に
、
暗
い
非
日
常
が
ふ
い
に
顔
を
出
す
。
す

る
と
そ
れ
は
、
全
体
が
暗
を
基
調
と
し
た
作
品
よ
り
も
、
一
層
底
の
深
い
怖
れ
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
。
水
面
下
の
生
臭
い
現
実

の
重
さ
が
そ
れ
だ
け
強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
志
賀
直
哉
の
「
城
の
崎
に
て
」
に
代
表
さ
れ
る
心
境
小
説
が
よ
く
用
い
る
方
法
で
、

題
名
の
「
…
…
に
て
」
の
相
似
と
い
い
、
こ
こ
に
も
志
賀
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
の
中
で
暗
の
部
分
は
ど
う
表
わ
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
最
初
の
章
「
あ
る
午
後
」

二
つ
に
は
、
可
愛
盛
り
で
死
な
せ
た
妹
の
こ
と
を
落
ち
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
い
う
若
者
め
い
た
感
慨
か
ら
、
雌
は
ま
だ
五
七

日
を
出
な
い
頃
の
家
を
出
て
こ
の
地
の
姉
の
家
に
や
っ
て
来
た
。

ぼ
ん
や
り
し
て
い
て
、
そ
れ
が
よ
そ
の
子
の
泣
声
だ
と
気
が
つ
く
ま
で
、
死
ん
だ
妹
の
声
の
気
持
が
し
て
い
た
。

『
誰
だ
。
暑
い
の
に
泣
か
せ
た
り
な
ん
ぞ
し
て
』

そ
ん
な
こ
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。

、
、

彼
女
が
こ
と
切
れ
た
時
よ
り
も
、
火
葬
場
で
の
時
よ
り
も
、
変
わ
っ
た
土
地
へ
来
て
す
る
こ
ん
な
経
験
の
方
に
『
失
っ
た
』
と
い
う

思
い
は
強
く
刻
ま
れ
た
。
『
た
く
さ
ん
の
虫
が
、
一
匹
の
死
に
か
け
て
い
る
虫
の
周
囲
に
集
ま
っ
て
、
悲
し
ん
だ
り
泣
い
た
り
し
て
い

ヴ
ニ
イ
ル

ろ
』
と
友
人
に
書
い
た
よ
う
な
、
彼
女
の
死
の
前
後
の
苦
し
い
経
験
が
や
っ
と
薄
い
面
紗
の
あ
ち
ら
に
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
こ
の
土
地
へ
来
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
」

と
書
か
れ
て
い
る
部
分
に
階
が
出
て
く
る
。
こ
の
一
節
は
作
品
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
示
す
重
要
な
個
所
で
あ
る
。
妹
を
死
な
せ
た
衝

撃
か
ら
主
人
公
峻
が
立
ち
な
お
っ
て
い
く
。
そ
の
心
の
傷
が
癒
え
て
い
く
過
程
を
描
い
た
作
品
が
こ
の
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
で
あ
る

と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
平
野
謙
が
心
境
小
説
の
特
質
と
し
て
あ
げ
た
「
危
機
の
あ
と
の
表
現
」
と
い
う
定
義
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま

る
わ
け
で
、
危
機
の
一
つ
が
妹
の
死
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
妹
の
死
は
梶
井
が
現
実
に
体
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
に
深
い
悲
し
み
を
与
え
た
。
妹
の
八
重
は
大
正
十
三
年
七
月
二
日
、

の
初
め
の
ほ
う
、
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3６ 
梶
井
が
松
阪
の
姉
の
家
を
訪
ね
る
一
か
月
ほ
ど
前
に
、
結
核
性
脳
膜
炎
で
死
ん
だ
。
四
歳
で
あ
っ
た
。
梶
井
が
東
京
か
ら
大
阪
の
わ
が

家
に
駆
け
つ
け
た
時
に
は
す
で
に
意
識
は
な
か
っ
た
。
妹
は
異
母
妹
で
あ
る
。
父
宗
太
郎
が
母
以
外
の
女
性
に
産
ま
せ
た
子
で
あ
っ

た
。
梶
井
家
に
入
籍
し
、
引
き
取
ら
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
不
幸
な
宿
命
を
背
負
っ
た
妹
だ
っ
た
だ
け
に
、
梶
井
の
気

持
も
複
雑
で
、
憐
偶
と
も
哀
れ
み
と
も
つ
か
ぬ
愛
情
を
そ
そ
が
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

梶
井
に
は
、
ほ
か
に
同
年
齢
の
異
母
弟
網
干
順
一
一
一
が
い
た
。
順
三
が
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
、
北
浜
の
株
屋
に
奉
公
に
出
た
時
、

梶
井
は
自
分
だ
け
の
ほ
ほ
ん
と
中
学
に
通
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言
い
だ
し
、
両
親
の
反
対
を
振
り
切
っ
て
中
学
を
中
退
し

て
メ
リ
ヤ
ス
問
屋
の
丁
稚
に
な
っ
た
。
大
正
五
年
、
彼
が
十
五
歳
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
丁
稚
奉
公
は
約
一
年
で
か
ら
だ
を
こ

わ
し
て
家
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
こ
の
時
の
同
情
心
と
正
義
感
は
、
妹
八
砿
に
対
し
て
も
同
様
に
そ
そ
が
れ

と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
幸
福
」
と
い
う
キ
イ
・
ワ
ー
ド
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
肯
定
的
な
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ

な
感
情
を
示
そ
う
と
す
る
時
、
梶
井
は
「
幸
福
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
。
と
も
す
れ
ば
陥
り
が
ち
な
、
否
定
的
な
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
感

情
を
抑
え
て
、
自
分
の
気
持
を
引
き
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
主
人
公
の
心
理
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
の
主
人
公

峻
の
内
面
は
、
一
個
の
レ
モ
ン
を
買
っ
て
幸
福
を
感
じ
た
「
檸
様
」
の
主
人
公
の
内
面
と
そ
れ
ほ
ど
の
距
離
は
な
い
。
い
ず
れ
も
作
者

う
に
し
よ
う
。
指
一
本
譜

ん
な
こ
と
が
思
わ
れ
た
。
」

妹
八
重
の
死
に
際
し
て
、
梶
井
に
は
書
く
べ
き
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
死
の
前
後
の
様
子
、
妹
の
生
い
立
ち
、
妹

を
産
ん
だ
女
性
の
こ
と
、
母
親
の
悩
み
、
父
親
と
母
親
と
の
葛
藤
、
父
親
に
対
す
る
梶
井
本
人
の
複
雑
な
感
情
な
ど
、
そ
れ
こ
そ
ど
ろ

ど
ろ
し
た
人
間
臭
い
ド
ラ
マ
が
展
開
し
て
い
た
は
ず
で
、
創
作
意
欲
を
そ
そ
ら
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

の
内
情
に
つ
い
て
梶
井
は
ま
っ
た
く
触
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
生
々
し
す
ぎ
て
書
け
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
書
き
き
る
だ

け
の
自
信
が
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
に
か
く
梶
井
は
、
暗
の
部
分
を
水
面
下
に
沈
め
こ
ん
で
し
ま
っ
て
、

「
こ
の
静
け
さ
の
中
で
恭
う
や
し
く
な
っ
た
。
道
を
歩
く
の
に
も
出
来
る
だ
け
疲
れ
な
い
よ
う
に
心
掛
け
る
。
純
一
つ
立
て
な
い
よ

う
に
し
よ
う
・
指
一
本
籍
め
な
い
よ
う
に
し
よ
う
．
ほ
ん
の
蜂
一
細
な
こ
と
が
そ
の
日
の
率
欄
を
左
右
す
る
・
１
選
偏
に
近
い
ほ
ど
そ

て
い
た
に
迷
い
な
い
。
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3７ 

梶
井
の
一
一
戴
性
が
微
妙
に
働
い
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
梶
井
に
は
健
全
な
平
衡
感
覚
が
あ
っ
て
、
何
か
の
時
に
は
自
然
に
バ
ラ
ン
ス
を

と
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

「
城
の
あ
る
町
に
て
」
の
五
番
目
の
章
は
「
昼
と
夜
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
象
徴
的
な
題
名
で
、
梶
井
の
一
一
重
性
が
は
っ

き
り
示
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
・
昼
に
対
し
て
は
夜
、
夜
に
対
し
て
は
層
一
と
い
う
具
合
に
、
彼
の
中
の
平
衡
感
覚
は
常
に

対
照
的
な
も
の
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
現
実
に
対
す
る
眠
く
ば
り
が
十
分
に
効
い

て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
認
識
の
幅
が
広
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。

「
昼
と
夜
」
は
暗
の
部
分
が
舷
も
色
濃
く
表
わ
さ
れ
て
い
る
索
で
、
こ
の
作
品
の
中
心
を
な
す
。
い
わ
ば
心
臓
部
に
あ
た
る
章
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
水
面
下
に
隠
さ
れ
て
い
た
主
人
公
峻
の
感
情
や
意
識
が
か
な
り
率
旗
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
作

「
檸
檬
」
の
主
人
公
「
私
」
の
そ
れ
と
完
全
に
繁
る
も
の
で
、
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」
が
や
は
り
同
じ
よ
う
に
雌
の
内
面
に

と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
一
番
目
の
章
「
あ
る
午
後
」
に
お
け
る
晴
は
、
峻
に
と
っ
て
外
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
こ
の
章
に
お
け
る
暗
は
雌
の
心
の
内
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
よ
り
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
ら
悩
み
、
自
ら

処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
昼
の
光
鍬
が
展
開
す
る
。
主
人
公
峻
は
城
の
そ
ば
の
崖
の
か
げ
に
立
派
な
井
戸
が
あ
る
の
を
見
つ
け
た
。
若
い
女

が
一
一
人
、
洗
濯
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
の
描
写
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
「
羨
ま
し
い
、
索
哨
ら
し
く
幸
福
そ
う
な
眺
め
だ
っ
た
」
と
醤

プ
ラ
ス

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
幸
福
」
と
い
う
キ
イ
・
ワ
ー
ド
が
使
わ
れ
て
い
る
。
肯
定
的
な
、
正
の
世
界
を
意
味
す
る
。
当
然
そ
れ
は

負
の
世
界
、
否
定
的
な
峻
の
内
面
と
対
比
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
健
全
な
生
活
か
ら
な
ん
と
遠
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
た
こ
と

マ
イ
ナ
ス

か
と
い
う
自
覚
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
幸
福
そ
う
な
眺
め
か
ら
、
少
年
の
時
に
歌
っ
た
歌
の
文
句
が
思
い
出
さ

れ
、
つ
づ
い
て
国
定
教
科
書
の
さ
し
絵
や
肉
筆
め
い
尤
槽
書
の
活
字
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
ん
で
く
る
。
そ
の
後
で
梶
井
は
こ
う

書れ
く、
◎－へ

「
叩
純
で
、
平
明
で
、
麓
糎
算
・
Ｉ
今
そ
の
世
界
葱
の
洲
に
あ
る
。
恐
い
も
か
け
ず
、
こ
ん
な
田
舎
の
縁
綱
の
蔭
に
、
そ
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銘の誠癖繩鴎》麩洲洲鈍乖嘩鵬嶢唾糯搾乢定針壗輝の営むべき生活が示唆されたような気がした。」
向
日
的
な
、
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
「
理
想
を
求
め
る
高
遭
な
精
神
」
と
言
わ
れ
る
要
素

は
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
・

プ
ラ
ス

し
か
し
、
こ
う
い
う
正
の
世
界
は
手
離
し
に
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
必
ず
裏
に
負
の
世
界
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
正
と
負
の

マ
イ
ナ
ス

バ
ラ
ン
ス
の
上
で
な
け
れ
ば
出
せ
な
い
と
い
う
屈
折
し
た
形
の
中
に
、
梶
井
の
一
一
重
性
の
特
徴
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
章
で
も
、
す
ぐ
次
に
夜
の
表
現
が
出
て
き
て
主
人
公
峻
の
暗
鰺
な
想
念
が
展
開
さ
れ
る
。

「
ま
た
時
ど
き
寝
ら
れ
な
い
夜
が
来
た
。
寝
ら
れ
な
い
夜
の
あ
と
で
は
、
一
寸
し
た
こ
と
に
直
ぐ
底
熱
い
昂
奮
が
起
き
る
・
そ
の
昂

奮
が
や
む
と
道
傍
で
も
か
ま
わ
な
い
直
ぐ
横
に
な
り
な
い
よ
う
な
疲
労
が
来
る
。
」

こ
ん
な
ふ
う
に
主
人
公
峻
の
夜
の
想
念
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
檸
檬
」
に
も
出
て
く
る
お
な
じ
み
の
感
情
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ

れ
が
書
き
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
が
一
一
重
構
造
に
な
り
、
深
み
を
増
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ち
ょ
う
ど
作
品
の

な
る
。
」

変
な
気
持
は
、
電
燈
を
消
し
眼
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
彼
の
眼
の
前
へ
、
物
が
盛
ん
に
述
動
す
る
気
配
を
感
じ
さ
せ
た
。
彪
大
な
も
の
の

気
配
が
見
る
う
ち
に
裏
返
っ
て
微
塵
ほ
ど
に
な
る
。
確
か
に
ど
こ
か
で
触
っ
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
、
ロ
へ
含
ん
だ
こ
と
の
あ
る
よ
う

な
運
動
で
あ
る
。
廻
転
機
の
よ
う
に
絶
え
ず
廻
っ
て
い
る
よ
う
で
、
寝
て
い
る
自
分
の
足
の
先
あ
た
り
を
想
像
す
れ
ば
、
途
方
も
な
く

遠
方
に
あ
る
よ
う
な
気
持
に
直
ぐ
そ
れ
が
捲
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
本
な
ど
を
読
ん
で
い
る
と
時
と
す
る
と
字
が
小
さ
く
見
え
て
来
る

こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
時
の
気
持
に
す
こ
し
似
て
い
る
。
ひ
ど
く
な
る
と
一
種
の
恐
怖
さ
え
伴
っ
て
来
て
眼
を
閉
い
で
は
い
ら
れ
な
く

「
夜
、
静
か
に
寝
ら
れ
な
い
で
い
る
と
、
空
を
五
位
が
蹄
い
て
通
っ
た
。
ふ
と
す
る
と
そ
の
声
が
自
分
の
身
体
の
ど
こ
か
で
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
虫
の
啼
く
声
な
ど
も
へ
ん
に
部
屋
の
中
で
の
よ
う
に
聞
え
る
。

『
は
ぁ
幸
ろ
穂
』
と
思
っ
て
い
る
と
え
た
い
の
知
れ
な
い
篝
が
起
っ
て
誉
・
’
こ
れ
は
こ
の
頃
鵬
れ
な
い
夜
の
お
極
ま
り

の
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。
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3９ 

梶
井
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
素
直
に
感
動
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
主
人
公
の
心
情
が
よ
く
出
て
い
る
個
所
で
あ
る
。
雌
は
一
歩
、
健

康
な
世
界
に
近
づ
い
た
。
妹
の
死
に
よ
っ
て
受
け
た
衝
撃
も
い
く
ら
か
薄
ら
い
だ
し
、
心
の
傷
も
少
し
は
癒
え
た
、
と
そ
う
感
じ
ざ
せ

マ
イ
ナ
ス

ら
れ
ろ
個
所
で
あ
る
。
負
の
世
界
か
ら
の
脱
出
口
が
こ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
る
の
が
分
る
。
生
き
る
こ
と
を
真
正
面
か
ら
肯
定
し
た

い
作
者
梶
井
の
気
持
が
出
て
い
る
。

そ
し
て
、
夜
が
来
る
。
峻
は
そ
の
夜
も
眠
り
に
く
い
。
十
二
時
ご
ろ
、
夕
立
が
来
、
そ
の
続
き
を
待
っ
て
い
る
と
、
遠
く
か
ら
再
び

歩
み
寄
っ
て
く
る
音
が
す
る
。
そ
の
後
の
雨
の
描
写
は
、
ま
こ
と
に
静
か
に
澄
ん
で
い
て
、
散
文
詩
の
よ
う
な
趣
き
が
あ
る
。

「
彼
は
ま
だ
熱
い
額
を
感
じ
な
が
ら
、
城
を
越
え
て
も
う
一
つ
夕
立
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
」

最
後
の
一
行
だ
が
、
こ
の
一
行
に
じ
っ
と
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
作
者
梶
井
の
心
情
が
、
峻
の
心
情
と
重
な
っ
て
鮮
や
か
に
感
じ
と
れ

る
気
が
す
る
。
危
機
は
ま
だ
去
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
熱
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
し
か
し
、
夕
立
が
来
て
、
も
の
み
な
を
洗
っ
て
い
く
、

そ
の
爽
や
か
な
音
を
待
っ
て
い
る
峻
の
心
に
は
期
待
が
あ
る
．
そ
れ
は
一
麺
の
希
望
と
も
言
え
る
．
峻
の
待
つ
姿
勢
ｌ
そ
れ
は
ま
た

梶
井
埜
次
郎
自
身
の
姿
勢
で
も
あ
る
。
何
か
を
待
ち
な
が
ら
、
生
き
て
い
る
自
分
の
胸
の
鼓
動
に
耳
を
傾
け
て
い
る
梶
井
の
姿
が
う
か

が
え
る
で
は
な
い
か
。

感
じ
た
。
」

「
母
と
娘
と
姪
が
、
夏
の
朝
の
明
方
を
三
人
で
、
一
人
は
乳
母
車
を
お
し
、
一
人
は
い
で
た
ち
を
し
た
一
人
に
手
を
曳
か
れ
、
停
車

場
へ
向
っ
て
ゆ
く
、
そ
の
出
発
を
彼
は
心
に
浮
べ
て
見
た
。
美
し
か
っ
た
。

『
お
互
の
心
の
中
で
そ
う
し
た
出
発
の
楽
し
さ
を
あ
て
に
し
て
い
る
の
じ
や
な
か
ろ
う
か
』
そ
し
て
彼
は
心
が
滴
く
洗
わ
れ
る
の
を

中
央
に
模
で
も
打
ち
込
む
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
表
現
に
よ
っ
て
、
作
品
は
ぐ
っ
と
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
な
け
れ
ば
全
体
と
し
て
も
っ
と
宙
に
浮
い
た
印
象
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
「
昼
と
夜
」
の
次
が
最
後
の
章
「
雨
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
人
公
峻
の
心
が
素
直
に
開
か
れ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
晴
か
ら
明
へ
小
説
が
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
信
子
と
い
う
義
兄
の
妹
が
、
明
日
学
校
の
寄
宿
舎
へ
帰
る
と
い
う
日
の
と

とい
だろ
００ 
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4０ 

一一一

二
重
性
を
構
成
の
基
本
と
す
る
作
品
に
焦
点
を
あ
て
て
梶
井
の
文
学
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
の
頂
点
に
位
置
す
る
の
は
、
大
正
十
五

年
『
青
空
』
十
八
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
る
心
の
風
景
」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
は
、
暗
を
基
調
と
す
る
「
檸
檬
」
の

系
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
檸
檬
」
で
提
起
し
た
も
の
を
さ
ら
に
押
し
す
す
め
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
檸
檬
」

よ
り
い
っ
そ
う
陰
鯵
の
度
を
深
め
て
お
り
、
平
野
謙
の
定
義
を
借
り
れ
ば
「
危
機
の
さ
中
の
表
現
」
と
し
て
、
ま
さ
に
私
小
説
の
典
型

を
思
わ
せ
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

マ
イ
ナ
メ

プ
ヲ
ス

こ
の
よ
う
に
暗
の
要
素
、
否
定
的
な
負
の
世
界
が
深
く
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
明
の
要
素
、
肯
定
的
な
正
の
世

界
も
内
容
が
深
く
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
梶
井
も
だ
い
ぶ
書
き
悩
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
脱
出
口
と
し
て
永
生
、
つ
ま
り
永
遠

の
生
命
（
⑱
芹
の
目
色
一
屋
の
）
の
観
念
が
現
わ
れ
て
き
て
い
る
。
勿
論
、
観
念
的
な
表
現
は
避
け
て
い
る
梶
井
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
を
通
し

て
の
み
描
か
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
も
の
は
明
ら
か
に
現
世
に
対
す
る
永
遠
の
観
念
で
あ
る
。
三
高
時
代
に
キ

リ
ス
ト
教
に
関
心
を
持
っ
た
と
い
わ
れ
る
梶
井
は
、
結
局
宗
教
に
は
走
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
永
遠
の
生
命
を
灘
識
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
具
体
的
な
信
仰
と
結
び
つ
か
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
宗
教
的
な
感
性
と
同
根
の
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
趣
識
す
る
に
せ
よ

し
な
い
に
せ
よ
、
梶
井
が
こ
の
時
期
、
宗
教
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
。

し
か
し
へ
梶
井
は
こ
の
作
品
以
後
、
永
生
の
観
念
を
突
き
詰
め
て
考
え
る
姿
勢
は
示
し
て
い
な
い
。
ど
こ
ろ
か
、
脱
出
口
そ
の
も
の

マ
イ
ナ
ス

プ
ヲ
ス

を
徐
々
に
閉
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
ロ
叩
の
中
で
否
定
的
な
、
負
の
比
菰
が
増
し
て
き
、
肯
定
的
な
正
の
世
界
は
少
し
ず
つ
姿
を
隠

し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ま
す
ま
す
救
い
の
な
い
暗
の
世
界
に
入
り
こ
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
作
品
の
二
五
性
は
崩
れ
、

暗
一
色
の
単
層
榊
造
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
あ
る
心
の
風
景
」
が
二
五
性
を
構
成
の
基
本
と
す
る
作
品
の
頂
点
に
あ
る
と
い
う
の
は
そ

う
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
主
人
公
喬
は
、
悪
い
病
気
を
娼
婦
か
ら
得
て
き
て
い
ろ
。
こ
れ
は
梶
井
自
身
の
体
験
で
は
な
く
、
友
人
の
体

験
談
を
聞
い
て
ヒ
ン
ト
に
し
た
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
梶
井
自
身
し
ば
し
ば
遊
廓
に
遊
び
に
行
っ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
病
気
を
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貰
う
怖
れ
は
常
に
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
喬
の
心
情
は
十
分
に
作
者
梶
井
の
内
面
を
経
過
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

小
説
は
そ
の
喬
が
、
深
夜
、
寝
静
ま
っ
た
街
の
通
り
を
部
屋
の
窓
か
ら
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
心
象

風
景
が
展
開
す
る
．
わ
け
だ
が
、
そ
の
描
写
は
ま
こ
と
に
陰
鯵
で
あ
る
。

「
そ
こ
は
入
り
込
ん
だ
町
で
、
昼
間
で
も
人
通
り
は
少
な
く
、
魚
の
は
ら
わ
た
や
鼠
の
死
骸
は
幾
日
も
位
置
を
動
か
な
か
っ
た
。
両

側
の
家
々
は
な
に
か
荒
廃
し
て
い
た
。
自
然
力
の
風
化
し
て
行
く
あ
と
が
見
え
た
。
紅
殻
が
古
び
て
い
、
荒
壁
の
塀
は
崩
れ
、
人
び
と

は
そ
の
な
か
で
古
手
拭
の
よ
う
に
無
気
力
な
生
活
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
」

と
い
う
具
合
で
、
わ
ざ
と
暗
い
材
料
ば
か
り
拾
い
集
め
て
き
た
よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
る
。
ま
た
、
主
人
公
の
生
活
ぶ
り
も
、

「
何
時
も
紅
茶
の
津
が
溜
っ
て
い
る
ピ
ク
ニ
ッ
ク
用
の
湯
沸
器
。
峡
と
離
れ
ば
な
れ
に
松
っ
て
い
る
本
の
麺
。
紙
切
れ
。
そ
し
て
そ

ん
な
も
の
を
押
し
わ
け
て
敷
か
れ
て
い
る
蒲
団
。
喬
は
そ
ん
な
な
か
で
背
鷺
の
よ
う
に
昼
は
寝
て
い
た
。
」

と
い
う
ふ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
梶
井
自
身
の
病
気
も
徐
々
に
霞
く
な
っ
て
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
ど
こ
か

マ
イ
ナ
ス

負
の
要
素
に
対
抗
で
き
な
い
衰
弱
の
よ
う
な
も
の
が
、
こ
の
頃
か
ら
少
し
ず
つ
現
わ
れ
て
き
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
、
二
章
に
入
っ
て
、
娼
婦
に
貰
っ
た
悪
い
病
気
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
部
分
に
な
る
と
、
梶
井
の
感
覚
的
な
表
現
は
鋭
く
冴
え

る
。
薄
汚
い
病
気
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
、
夢
の
中
の
腫
物
の
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
無
気
味
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
現
実
と
い
う
も
の
の
不
安
定
性
、
暖
昧
飛
性
に
も
触
れ
て
く
る
。
こ
う
い
う
感
覚
的
な
表
現
の
才
能
は
、
後
に
昭
和
一
一
一
年

に
発
表
さ
れ
た
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
に
お
け
る
散
文
詩
ふ
う
の
、
美
し
く
も
気
味
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
開
花
す
る
わ
け
だ

が
、
こ
こ
で
も
そ
れ
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
古
く
は
夏
目
漱
石
の
『
夢
十
夜
』
に
そ
の
先
駆
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
し
、
後
に

は
島
尾
敏
雄
の
「
夢
の
研
究
」
と
称
す
る
一
連
の
作
品
に
発
展
し
て
い
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
表
現

に
、
梶
井
埜
次
郎
の
近
代
性
が
鰻
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

さ
て
、
「
あ
る
心
の
風
景
」
で
は
、
四
章
に
遊
廓
を
出
た
喬
が
昼
の
街
を
賀
茂
の
川
原
か
ら
眺
め
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
「
街
で
は
自
分
は
苦
し
い
」
と
い
う
喬
の
感
想
が
一
一
度
繰
り
返
し
て
出
て
く
る
。
一
章
に
お
け
る
深
夜
の
喬
の
心
情
と
対
比
さ
れ
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4２ 
て
い
る
わ
け
だ
が
、
喬
に
と
っ
て
昼
の
街
は
抵
抗
が
あ
る
、
は
じ
き
返
さ
れ
て
し
ま
う
、
夜
の
ほ
う
が
自
然
で
、
気
持
が
落
ち
着
く
と

い
う
の
で
あ
る
。
「
城
の
あ
る
町
に
て
」
で
は
憧
れ
の
対
象
で
あ
っ
た
単
純
で
、
平
明
で
、
健
康
な
世
界
が
、
こ
こ
で
は
眩
し
す
ぎ
て

プ
ラ
ス

苦
し
い
対
象
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
昼
の
光
景
は
彼
に
と
っ
て
正
の
世
界
へ
の
脱
出
口
で
は
な
く
な
っ
て
し

マ
イ
ナ
ス

ま
っ
て
い
る
。
否
定
的
な
負
の
重
み
が
そ
れ
だ
け
増
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
五
章
が
く
る
。
こ
こ
で
は
夜
更
け
の
街
を
ほ
つ
つ
き
歩
く
喬
が
描
か
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
な
じ
み
の
深
い
夜
で
あ
る
。
彼

の
心
は
こ
こ
で
初
め
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
が
「
あ
る
心
の
風
景
」
の
中
で
最
も
重
要
な
章
で
あ
る
。
こ
こ
に
永
遠
の
生
命

（
の
冨
日
図
一
一
篇
）
と
い
う
観
念
が
出
て
く
る
で
あ
っ
て
、
作
者
の
意
図
を
解
く
鑓
が
そ
こ
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は

喬
が
腰
に
提
げ
て
い
る
小
さ
な
鈴
の
音
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
喬
は
腰
に
朝
鮮
の
小
さ
い
鈴
を
提
げ
て
、
そ
ん
な
夜
更
け
歩
い
た
。
そ
れ
は
岡
崎
公
園
に
あ
っ
た
博
覧
会
の
朝
鮮
館
で
友
人
が
貰

っ
て
来
た
も
の
だ
っ
た
。
銀
の
地
に
青
や
赤
の
七
宝
が
お
い
て
あ
り
、
美
し
い
枯
れ
た
音
が
し
た
。
人
び
と
の
な
か
で
は
聞
え
な
く
な

り
、
夜
更
け
の
道
で
噸
り
出
す
そ
れ
は
、
彼
の
心
の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
た
。
（
中
略
）

生
れ
て
か
ら
い
ま
だ
一
度
も
踏
ま
な
か
っ
た
道
．
そ
し
て
同
時
に
、
実
に
親
し
い
思
い
を
起
さ
せ
る
道
・
’
そ
れ
は
も
う
彼
が
限

ら
れ
た
回
数
通
り
過
ぎ
た
こ
と
の
あ
る
何
時
も
の
道
で
は
な
か
っ
た
。
何
時
の
頃
か
ら
歩
い
て
い
る
の
か
、
喬
は
自
分
が
と
こ
と
わ
の

過
ぎ
て
ゆ
く
者
で
あ
る
の
を
今
は
感
じ
た
。

そ
ん
な
時
朝
鮮
の
鈴
は
、
喬
の
心
を
震
わ
せ
て
鳴
っ
た
。
あ
る
時
は
、
喬
の
現
身
は
道
の
上
に
矢
わ
れ
鈴
の
音
だ
け
が
町
を
過
ぎ
る

か
と
思
わ
れ
た
。
ま
た
あ
る
時
そ
れ
は
腰
の
あ
た
り
に
湧
き
出
し
て
、
彼
の
身
体
の
内
部
へ
流
れ
入
る
澄
み
透
っ
た
渓
流
の
よ
う
に
思

え
た
。
そ
れ
は
身
体
を
流
れ
め
ぐ
っ
て
、
病
気
に
汚
れ
た
彼
の
血
を
洗
い
清
め
て
く
れ
る
の
だ
。

『
俺
は
だ
ん
だ
ん
癒
っ
て
ゆ
く
ぞ
』

コ
ロ
コ
ロ
、
コ
ロ
コ
ロ
、
彼
の
小
さ
な
希
望
は
深
夜
の
空
気
を
清
ら
か
に
震
わ
せ
た
。
「
｜

自
分
を
と
こ
と
わ
の
過
ぎ
ゆ
く
者
で
あ
る
と
感
じ
、
鈴
の
音
の
中
に
現
実
の
わ
が
身
が
吸
収
さ
れ
、
失
わ
れ
る
よ
う
に
思
う
、
そ
う

い
う
喬
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
と
こ
と
わ
の
過
ぎ
て
ゆ
く
者
」
と
い
う
表
現
は
、
卑
小
な
人
間
存
在
の
自
覚
で
あ
る
と
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4３ 

同
時
に
、
そ
の
奥
に
永
遠
な
る
あ
る
者
が
存
在
す
る
こ
と
の
認
識
を
意
味
し
て
い
ろ
。
輪
廻
と
言
っ
て
は
大
袈
裟
な
ら
、
一
甑
の
述
命

感
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
自
己
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
永
遠
の
生
命
を
感
じ
と
っ
た
、
観
念
と
し
て
の
永
生
で
は
な

く
、
感
覚
と
し
て
の
永
生
の
表
現
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
か
。
の
厨
目
四
一
罠
の
の
感
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
鈴
の
音
に
象
徴
さ
れ
て
い
て
、

「
う
つ
し
身
」
は
そ
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
消
え
て
し
ま
う
。
生
身
の
自
己
は
消
失
し
、
永
遠
の
生
命
の
中
で
再
生
す
る
わ
け
だ
。

「
俺
は
だ
ん
だ
ん
癒
っ
て
ゆ
く
ぞ
」

と
喬
は
思
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
を
示
す
も
の
だ
。
そ
の
後
に
「
希
望
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
肯
定

プ
ヲ
メ

マ
イ
ナ
メ

プ
ラ
ス

的
な
正
の
感
情
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
基
調
と
し
て
の
負
に
対
抗
す
る
正
が
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
。
鈴
の
音
は
、
い
わ
ば
救
い
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
絶
望
か
ら
の
脱
出
口
で
あ
る
。

そ
し
て
、
五
章
が
く
る
。
こ
の
章
に
は
一
章
と
同
じ
く
深
夜
の
窓
か
ら
の
眺
め
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
章
と
決
定
的
に
違
う

の
は
、
「
闇
の
中
の
木
に
一
点
の
蒼
白
い
光
を
見
出
し
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
燐
光
は
、
自
分
が
死
ん
で
も

消
え
ず
に
残
る
だ
ろ
う
と
喬
は
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
燐
光
は
明
ら
か
に
五
轍
の
鈴
の
音
に
つ
な
が
る
も
の
で
、
永
生
の
象
徴
で
あ

る
。
梶
井
は
こ
の
よ
う
に
一
段
飛
躍
し
た
形
で
、
出
口
を
示
し
て
こ
の
小
説
を
終
わ
っ
て
い
る
。

だ
が
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
永
遠
の
生
命
を
提
示
し
て
い
て
も
、
梶
井
は
宗
教
に
は
走
ら
な
か
っ
た
。
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
解
く

鍵
も
こ
の
作
品
に
は
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
四
章
の
昼
の
街
を
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
主
人
公
喬
が
考
え
る
「
視
る
こ
と
、
そ
れ

、
、
、

は
も
う
な
に
か
な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
あ
る
い
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
言
葉
に
あ
る
。
そ
し
て
、

「
震
の
よ
う
に
彼
の
坐
る
窓
辺
そ
の
鑿
ｌ
辮
繼
や
生
活
の
醤
渋
が
鎮
め
ら
れ
、
あ
る
艫
り
を
お
い
て
眺
め
ら
れ
る
も
の
と
な

る
心
の
不
思
議
が
、
こ
こ
の
高
い
樺
の
梢
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
」
と
つ
づ
け
て
書
い
て
い
ろ
。

こ
れ
は
「
視
る
自
分
」
と
「
現
実
の
自
分
」
と
を
切
り
離
し
て
、
「
視
る
自
分
」
に
徹
し
よ
う
と
す
る
気
持
を
表
わ
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
現
実
の
自
分
は
病
気
や
生
活
苦
で
悩
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
別
の
次
元
に
視
る
自
分
を
設
定
す
る
と
、
視
る
自
分
の
ほ
う
に

魂
が
乗
り
移
っ
て
し
ま
っ
て
、
現
実
の
苦
し
み
が
薄
ら
ぐ
。
そ
う
い
う
心
の
不
思
議
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
轡
い
て
い
る
わ
け
で
あ

ろ
｡ 
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4４ 

「
あ
る
心
の
風
景
」
に
よ
っ
て
頂
点
に
達
し
た
梶
井
の
一
一
取
性
は
、
以
後
、
次
第
に
単
臓
構
造
に
変
わ
っ
て
い
き
、
昭
和
三
年
『
近

代
風
景
』
四
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
覚
の
話
」
に
至
っ
て
完
全
に
崩
壊
す
る
。
「
箕
の
話
」
は
、
二
頭
性
の
終
息
を
表
現
す
る
の
が
目

的
だ
と
言
っ
て
も
い
い
作
品
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
非
常
に
短
い
作
品
で
、
梶
井
が
伊
豆
湯
ヶ
島
で
療
養
し
て
い
た
時
の
見
聞
を
も
と
に
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
主
人
公

「
私
」
が
よ
く
散
歩
す
る
山
道
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
古
び
た
筧
が
あ
り
、
か
す
か
な
せ
せ
ら
ぎ
の
音
が
聞
え
る
。
「
私
」
は
そ
の
水
音
に

魅
き
つ
け
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
に
魅
き
つ
け
ら
れ
る
の
か
。
澄
み
透
っ
た
水
音
に
耳
を
傾
け
て
い
る
と
、
聴
覚
と
視
覚
と
の
統
一
が

ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
変
な
錯
誤
の
感
じ
と
と
も
に
、
い
ぶ
か
し
い
魅
惑
が
心
を
充
し
て
く
る
か
ら
だ
っ
た
。

「
す
ば
し
こ
く
枝
移
り
す
る
よ
う
な
不
定
さ
は
私
を
い
ら
だ
た
せ
た
。
腰
気
楼
の
よ
う
な
は
か
な
さ
は
私
を
切
な
く
し
た
。
そ
し
て

深
秘
は
だ
ん
だ
ん
深
ま
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。
私
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
暗
鯵
な
周
囲
の
な
か
で
、
や
が
て
そ
れ
は
幻
聴
の
よ
う
に
鳴
り

は
じ
め
た
。
束
の
間
の
閃
光
が
私
の
生
命
を
輝
か
す
。
そ
の
た
び
に
私
は
あ
つ
あ
っ
と
思
っ
た
。
そ
れ
は
し
か
し
、
無
限
の
生
命
に

眩
惑
さ
れ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
私
は
深
い
絶
望
を
ま
の
あ
た
り
に
兄
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
い
う
錯
誤
だ
ろ

う
！
私
は
物
体
が
二
つ
に
見
え
る
酔
っ
ぱ
ら
い
の
よ
う
に
、
同
じ
現
実
か
ら
二
つ
の
表
象
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
し

か
も
そ
の
一
方
は
理
想
の
光
に
輝
か
さ
れ
、
も
う
一
方
は
暗
黒
な
絶
望
を
背
負
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
私
が
は
っ
き
り
と
見
よ

う
と
す
る
途
端
一
つ
に
重
な
っ
て
、
ま
た
も
と
の
退
屈
な
現
実
に
帰
っ
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
」

こ
れ
は
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
自
分
の
中
に
認
識
者
と
行
動
者
と
を
分
離
し
て
、
認
識
者
に
徹
す
る
こ
と
の
謀
び
を
述
べ
た
も
の

で
も
あ
る
。
視
る
こ
と
自
体
、
す
で
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
い
う
、
こ
れ
は
認
識
の
優
位
を
宣
言
し
た
言
葉
で
あ
る
し
、
認
識
者
に

徹
す
る
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
救
い
に
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
家
で
あ
る
こ
と
に
徹
底
し
よ
う
と
す
る
梶
井
の

覚
悟
の
ほ
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
と
も
と
れ
る
。
小
説
家
は
認
識
者
で
あ
っ
て
、
行
動
者
で
は
な
い
。
宗
教
人
に
な
る
こ
と
は
行
動
者
に

な
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
人
と
し
て
教
義
に
則
っ
た
救
い
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
小
説
な
ど
書
く
必
要
は
な
い
の
で

あ
り
、
梶
井
が
宗
教
に
向
わ
な
か
っ
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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4５ 

同
じ
現
実
か
ら
、
理
想
の
光
と
暗
黒
の
絶
望
と
一
一
つ
の
相
反
す
る
表
象
を
几
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
表
現
に
、
梶
井
の
一
一

章
性
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
は
っ
き
り
見
よ
う
と
す
る
途
端
、
一
つ
に
頑
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

の
で
あ
る
・
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
二
菰
性
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
文
章
は
な
い
。
物
が
一
重
に
見
え
て
き
て
、

も
と
の
退
屈
な
現
実
が
眼
の
前
に
し
ら
じ
ら
し
く
横
た
わ
っ
て
い
る
だ
け
と
な
る
。
こ
れ
は
出
発
点
に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
わ
け
で
、
円
環
は
閉
じ
ら
れ
、
脱
出
口
は
出
発
点
と
頭
な
っ
て
完
全
に
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
次
の
よ
う
な
一
行
で

作
品
は
し
め
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影
は
絶
望
と
五
な
っ
て
い
ろ
」

永
遠
の
生
命
（
①
厨
『
ロ
ロ
ー
ニ
｛
の
）
を
感
じ
と
っ
て
い
た
も
の
が
、
永
遠
の
退
屈
（
の
扁
目
Ｐ
一
の
目
巳
）
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
ま
で
後
退
し

て
き
て
し
ま
っ
た
。
「
絶
望
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
の
も
も
っ
と
も
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

同
じ
昭
和
一
一
一
年
『
創
作
月
刊
』
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
冬
の
蝿
」
は
梶
井
の
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
小
説
も
や
は
り
陰

鯵
な
調
子
で
貫
か
れ
て
お
り
、
脱
出
口
は
ど
こ
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。
梶
井
自
身
、
そ
う
い
う
出
口
な
し
の
状
態
に
追
い
こ
ま
れ
て
、

身
動
き
で
き
な
い
窮
屈
さ
に
い
た
た
ま
れ
な
い
思
い
を
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
彼
が
口
に
し
は
じ
め
た
の
が
「
風
景
よ
り

も
生
活
を
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
作
品
が
心
象
風
景
の
描
写
に
傾
き
が
ち
だ
っ
た
た
め
に
、
眼
が
内
に
向
い
て

し
ま
う
。
そ
れ
を
外
に
向
け
な
お
そ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
昭
和
七
年
『
中
央
公
論
』
新
年
号
に
岐
後
の
作
品
「
の
ん

き
な
忠
者
」
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
に
は
主
人
公
吉
田
以
外
に
、
周
囲
の
い
わ
ゆ
る
「
生
活
者
」
が
出
て
く
る
。
従
来
の
、
議
場
人
物
は
ほ
と
ん
ど
作
者
梶
井

を
思
わ
せ
る
青
年
ひ
と
り
と
い
う
作
品
と
は
違
っ
て
、
「
他
者
」
が
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
は

な
く
、
開
か
れ
た
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
。

梶
井
が
生
き
て
い
た
ら
、
こ
の
先
ど
ん
な
作
品
を
書
い
た
か
。
「
の
ん
き
な
患
者
」
に
つ
づ
く
一
種
の
社
会
小
説
を
書
き
つ
づ
け
た

か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
い
ず
れ
は
も
う
一
度
、
内
部
の
表
現
を
試
み
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
螺
旋
階
段
を
ひ
と
回
り
昇
っ
た
形

で
・
そ
の
時
、
一
一
重
性
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
な
お
さ
れ
た
か
、
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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