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中上健次『浄徳寺ツアー』

中
上
健
次
に
と
っ
て
三
度
目
の
芥
川
賞
候
補
作
品
な
が
ら
、
作
品
そ
の

も
の
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
。
芥
川
賞
の
選

（
１
）

考
委
員
・
士
口
行
淳
之
介
に
は
「
個
人
的
な
憤
り
を
た
た
き
つ
け
て
い
る
」

と
評
さ
れ
た
作
品
だ
が
、
は
た
し
て
「
個
人
的
な
憤
り
」
が
中
上
に
こ
の

作
品
を
書
か
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
疑
問
を
念
頭
に
、
妻
の
出
産
予
定

日
当
日
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
ら
な
い
寺
の
檀
家
た
ち
に
よ
る
、

名
所
・
浄
徳
寺
へ
の
団
体
旅
行
に
添
乗
し
、
同
行
す
る
愛
人
と
の
性
交
し

か
頭
に
な
い
「
彼
（
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
と
が
主
人
公
で
あ
る
意
味
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
考
察
す
る
。

な
お
、
本
稿
に
お
い
て
特
記
の
な
い
引
用
は
す
べ
て
、
中
上
健
次
「
浄

徳
寺
ツ
ァ
ー
」
に
よ
る
。

中
上
健
次
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』

ｌ
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
の
「
ツ
ア
ー
」

序

こ
れ
が
「
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
」
の
書
き
出
し
で
あ
る
。
添
乗
員
で
あ
る
主

人
公
の
職
業
を
強
調
す
る
こ
の
一
文
に
導
か
れ
、
読
者
は
作
品
中
の
団
体

旅
行
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ア
ー
」
の
一
員
と
な
る
。

ま
ず
、
こ
の
団
体
旅
行
に
、
主
人
公
に
よ
っ
て
「
ツ
ア
ー
」
と
い
う
呼

称
が
つ
け
ら
れ
た
こ
と
を
注
視
し
た
い
。
奈
良
・
平
安
の
昔
か
ら
日
本
人

は
、
寺
や
神
社
と
い
っ
た
聖
地
へ
赴
く
こ
と
を
「
参
り
」
「
詣
で
」
と
呼

ん
で
き
た
。
浄
徳
寺
へ
の
こ
の
旅
行
は
、
「
お
伊
勢
参
り
」
同
様
「
浄
徳

寺
参
り
」
と
呼
ば
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
で
は
「
参
り
」

な
ど
と
「
ツ
ア
ー
」
と
の
決
定
的
な
違
い
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
目

的
地
へ
の
意
識
の
違
い
に
あ
る
。
「
参
り
」
な
ど
で
は
、
目
的
地
で
信
仰

ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
で
、
彼
は
、
念
の
た
め
と
数
え
て
み
た
。

「
ツ
ア
ー
」
を
率
い
る
「
彼
」 宮
嶋
有
華
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対
象
へ
自
ら
働
き
か
け
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
が
、
「
ツ
ア
ー
」
で
は
、

メ
イ
ン
に
掲
げ
ら
れ
る
目
的
地
は
通
過
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
し
か
な
く
、

そ
の
場
所
へ
の
強
い
思
い
入
れ
や
信
仰
対
象
へ
の
働
き
か
け
な
ど
必
要
で

は
な
い
。
出
発
地
へ
戻
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
観
光
ポ
イ
ン
ト
の
通
過

の
積
み
重
ね
こ
そ
が
目
的
で
あ
り
、
「
各
ポ
イ
ン
ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻

る
」
円
環
構
造
を
持
つ
も
の
が
「
ツ
ア
ー
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

駅
か
ら
浄
徳
寺
ま
で
の
、
バ
ス
を
使
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
距
離
に
つ
い

て
、
ツ
ァ
ー
主
催
の
和
尚
は
予
算
的
な
も
の
の
ほ
か
に
「
す
こ
し
歩
い
た

ほ
う
が
、
ま
た
そ
れ
で
浄
徳
寺
の
有
難
味
も
増
そ
う
」
と
い
う
理
由
を
挙

げ
、
徒
歩
で
の
移
動
を
選
択
す
る
。
宗
教
の
俗
物
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
と
れ
る
が
、
本
稿
で
は
和
尚
の
言
葉

通
り
、
自
ら
の
脚
に
よ
る
移
動
の
過
程
に
価
値
を
見
出
す
と
い
う
素
朴
な

価
値
観
に
留
意
し
た
い
。

次
に
、
主
人
公
「
彼
」
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
「
彼
」
は
和
歌
山
県
出

身
で
二
八
歳
の
既
婚
者
、
「
ひ
よ
る
高
い
ピ
ル
の
四
階
」
に
あ
る
旅
行
会

社
に
勤
め
て
お
り
、
同
じ
ビ
ル
の
一
階
に
あ
る
会
社
に
勤
め
る
「
関
口
由

起
子
」
と
愛
人
関
係
に
あ
る
。

添
乗
員
の
仕
事
を
「
ま
ご
ま
ご
す
る
羊
を
脅
し
た
り
な
だ
め
た
り
す
る

牧
畜
犬
の
よ
う
な
役
目
」
と
軽
視
し
、
観
光
地
の
説
明
は
「
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に
書
い
て
あ
る
こ
と
を
空
ん
じ
て
い
る
だ
け
」
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に

は
「
旅
行
会
社
の
社
員
に
知
性
も
教
養
も
要
ら
ね
え
よ
」
と
自
潮
す
る
。

ま
た
、
他
者
、
特
に
女
を
軽
視
し
、
ツ
ァ
ー
参
加
の
老
婆
ら
を
、
名
前

で
は
な
く
「
し
み
」
「
歯
抜
け
」
と
い
っ
た
侮
蔑
を
含
ん
だ
呼
称
で
内
心

区
別
す
る
。
愛
人
の
「
へ
ん
に
疲
れ
て
い
る
様
子
」
に
向
き
合
っ
て
も
、

「
女
の
疲
れ
た
の
、
苦
し
い
の
、
く
た
び
れ
た
の
、
と
い
う
事
な
ど
に
彼

が
い
ち
い
ち
つ
き
合
っ
て
い
た
ら
た
ま
っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
意
に
介

さ
ず
、
妻
へ
の
態
度
に
至
っ
て
は
「
機
嫌
の
悪
い
時
は
、
物
も
言
わ
ず
、

殴
り
つ
け
」
る
。

「
誰
も
彼
を
も
だ
ま
し
て
い
る
気
が
し
た
」
と
彼
は
思
う
が
、
「
だ
ま
す
」

行
為
は
、
「
相
手
が
自
分
よ
り
物
事
を
知
ら
な
い
」
と
判
断
し
た
と
き
に

で
き
る
行
為
で
あ
り
、
「
だ
ま
し
て
い
る
」
よ
う
な
意
識
を
持
つ
こ
と
は

「
彼
」
が
他
者
を
下
に
見
て
い
る
こ
と
の
表
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

作
品
中
、
「
彼
」
の
名
前
は
地
の
文
に
は
一
切
登
場
し
な
い
。
愛
人
が

「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
で
さ
え
、

男
女
ど
ち
ら
に
も
使
え
る
呼
称
で
あ
り
、
匿
名
性
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
彼
」
は
、
「
彼
」
が
似
て
い
る
と
言
わ
れ
た

歌
舞
伎
役
者
の
呼
称
を
間
違
え
る
。
そ
れ
を
老
婆
ら
は
指
摘
し
つ
つ
、

「
ど
っ
ち
で
も
い
い
こ
と
」
と
受
け
流
す
。
こ
れ
ら
は
、
「
彼
」
と
い
う
「
個
」

の
名
前
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

名
前
の
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
「
彼
」
は
ど
こ
ま
で
も
匿
名
性
の
高
い
、

極
言
す
れ
ば
、
「
不
特
定
多
数
の
中
の
誰
で
も
い
い
誰
か
」
と
い
う
存
在

な
の
で
あ
る
。

で
は
、
作
品
と
し
て
の
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を
持
っ

て
い
る
の
か
。

人
称
形
式
は
三
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
は
一
人
称
の
作
品
の
ご

と
く
常
に
主
人
公
に
寄
り
添
っ
て
お
り
、
読
者
は
作
品
中
の
ツ
ア
ー
参
加

者
と
同
様
、
添
乗
員
「
彼
」
と
と
も
に
作
品
の
中
を
移
動
す
る
し
か
な
い
。

そ
し
て
本
編
の
始
ま
り
は
「
浄
徳
寺
」
で
あ
り
、
翌
日
、
再
び
訪
れ
た
「
浄

徳
寺
」
で
物
語
は
終
わ
る
。
こ
の
作
品
全
体
が
、
語
り
始
め
の
場
所
へ
戻

る
円
環
状
の
「
ツ
ア
ー
」
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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中上健次『浄徳寺ツアー』

（
ご
産
む

初
日
の
浄
徳
寺
で
、
「
も
う
産
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
」
と
「
彼
」
が
考
え

る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
産
む
」
に
ま
つ
わ
る
こ
と
は
「
初
潮
」
「
水
子
地
蔵
」

な
ど
の
形
を
と
り
、
通
奏
低
音
と
し
て
作
品
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
出
産
に
関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
「
彼
」
だ
が
、
「
彼
」
は
そ
の

当
日
に
仕
事
を
休
ま
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
逃
げ
て
い
る
。
ひ

ど
く
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
彼
」
が
妻
の
出
産
に
つ
い
て
考
え
る
直
前
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面

が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
団
体
旅
行
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ヶ
イ
ジ
ツ
ァ
ー
」
と
作
品
「
浄

徳
寺
ツ
ァ
ー
』
は
と
も
に
、
「
誰
で
も
い
い
誰
か
と
と
も
に
、
各
ポ
イ
ン

ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

鳩
の
、
餌
へ
の
執
着
と
争
い
が
描
か
れ
る
。
翌
日
、
浄
徳
寺
へ
再
訪
し

彼
は
、
思
い
つ
い
て
、
一
Ⅲ
十
円
の
豆
を
買
っ
た
。
い
き
な
り
鳩
は

群
が
っ
た
。
（
中
略
）
男
は
、
鳩
を
左
の
手
で
力
を
こ
め
て
、
た
た

き
落
と
し
た
。
（
中
略
）
鳩
は
女
の
子
め
が
け
て
殺
到
し
た
。
い
っ

た
い
何
羽
い
る
の
だ
ろ
う
。
鳩
は
、
頭
に
乗
り
、
｜
眉
に
乗
り
、
男
の

コ
ー
ト
の
す
そ
を
し
っ
か
り
握
っ
た
手
、
腕
に
乗
り
、
鳩
ど
う
し
で

争
う
。
（
中
略
）
「
ち
ょ
う
ど
餌
が
な
く
な
る
こ
ろ
だ
か
ら
、
も
う
」

彼
は
言
っ
た
。
「
鳩
だ
っ
て
必
死
だ
」

二
四
つ
の
観
点
か
ら

男
で
あ
る
「
彼
」
は
自
分
の
子
供
の
誕
生
を
身
体
で
実
際
に
感
じ
る
こ

と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
、
「
本
当
に
自
分
の
「
種
」
な
の
か
」
と
い
う
こ

と
す
ら
自
分
自
身
の
感
覚
で
は
確
認
で
き
な
い
。
翻
っ
て
女
は
、
確
実
に

自
分
の
子
供
で
あ
る
他
者
を
体
内
で
育
て
産
み
出
す
と
い
う
機
能
を
持
つ

こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
を
巡
ら
す
必
要
も
な
く
身
体
感
覚
の
み
で
他
者
の

存
在
を
明
確
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
者
の
存
在
を
明
確
に
認
識

で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
対
す
る
も
の
と
し
て
の
自
ら
の
「
個
」
を
認

識
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
男
と
い
う
性
は
他
者
の
存

在
が
自
身
に
と
っ
て
希
薄
で
あ
る
が
ゆ
え
、
相
対
す
る
自
分
自
身
の
「
個
」

の
認
識
自
体
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

中
上
が
の
ち
に
こ
だ
わ
っ
た
「
う
つ
ほ
（
空
洞
）
」
と
い
う
概
念
を
た

た
場
面
で
こ
れ
ら
の
鳩
は
交
尾
し
、
そ
の
雌
を
別
の
雄
が
誘
う
。
生
命
維

持
の
た
め
の
食
べ
物
に
群
が
り
、
同
じ
種
同
士
で
争
っ
て
生
殖
活
動
を
行

う
そ
れ
ら
の
姿
は
、
生
き
る
も
の
の
素
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、
ま
た
、
「
産

む
」
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
見
つ
め
た
と
き
に
は
、
餌
に
殺
到
す
る
姿
だ

け
で
も
、
受
精
し
よ
う
と
必
死
に
突
き
進
む
精
子
と
重
な
ろ
う
。
「
彼
」

の
中
に
、
出
産
を
意
識
す
る
部
分
が
色
濃
く
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
直

後
、
妻
の
出
産
の
こ
と
を
考
え
た
の
で
あ
る
。

そ
の
夜
「
彼
」
は
、
他
人
事
の
よ
う
に
和
尚
に
語
る
。

「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
産
ま
れ
て
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ま
ご
ろ
、
女

房
の
や
つ
、
産
ん
だ
産
ん
だ
、
と
言
っ
て
る
か
も
し
れ
ん
。
男
は
種

を
仕
込
む
だ
け
で
、
子
供
が
産
ま
れ
る
な
ん
て
わ
か
ら
ん
も
ん
で
す

ね
」
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ぐ
り
よ
せ
れ
ば
、
女
は
身
体
に
子
宮
と
い
う
「
う
つ
ほ
」
を
持
つ
が
「
個
」

と
し
て
確
立
し
た
存
在
で
あ
り
、
男
は
「
う
つ
ほ
」
の
な
い
充
実
し
た
身

体
を
持
つ
が
、
存
在
と
し
て
は
「
う
つ
ほ
」
を
抱
え
て
い
る
と
も
換
言
で

き
る
。

添
乗
員
で
あ
る
「
彼
」
の
勤
務
地
や
添
乗
団
体
は
毎
回
運
》
７
。
一
つ
の

土
地
に
精
通
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
同
行
す
る
他
者
と
の
関
係
を
築
く
わ

け
で
も
な
い
。
「
丸
ま
る
棒
読
み
」
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
知
識
も
、
ツ

ァ
ー
参
加
者
と
の
関
係
も
、
「
彼
」
と
い
う
匿
名
の
空
洞
の
外
側
を
滑
る

だ
け
で
あ
る
。
内
側
に
空
洞
を
抱
え
て
い
る
な
ら
ば
、
身
体
と
い
う
壁
が

い
か
に
堅
く
て
も
、
存
在
自
体
は
も
ろ
い
。
「
彼
」
が
他
人
の
性
交
を
見

物
し
た
後
、
「
自
分
が
、
意
外
に
、
も
ろ
く
な
っ
て
い
る
」
と
思
う
場
面

は
、
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。

自
分
の
も
ろ
さ
ｌ
「
う
つ
ほ
」
を
感
じ
た
後
．
愛
人
の
母
の
自
殺
を

和
尚
か
ら
聞
か
さ
れ
、
彼
は
や
っ
と
愛
人
の
涙
や
「
へ
ん
に
疲
れ
て
い
る

様
子
」
が
な
に
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
を
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

生
と
死
、
他
者
と
の
関
係
、
「
産
む
」
性
と
産
ま
れ
た
人
間
と
の
存
在
の

意
味
な
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
他
人
事
の
よ
う
に
妻
の
出
産
の
こ
と

を
語
り
な
が
ら
、
「
彼
」
の
中
に
は
い
ら
だ
ち
を
伴
う
問
い
が
湧
き
上
が
っ

た
の
で
あ
る
。

い
ま
ご
ろ
、
産
み
出
そ
う
と
し
て
、
彼
の
女
は
力
み
か
え
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
い
っ
た
い
そ
れ
は
人
間
の
子
か
、
と
思
う
。
も
し
、
猿

の
仔
で
も
な
い
犬
の
仔
で
も
な
い
正
真
正
銘
の
人
間
の
子
な
ら
、

い
っ
た
い
な
に
を
し
に
こ
の
世
に
産
ま
れ
て
く
る
の
だ
ろ
う
。
和
尚

に
訊
い
て
み
た
い
気
が
し
た
。
お
れ
た
ち
は
、
い
っ
た
い
な
に
を
し

「
彼
」
は
、
子
供
を
「
親
の
快
楽
の
津
に
し
か
す
ぎ
な
い
」
「
吹
出
物
に

す
ぎ
な
い
」
な
ど
と
し
な
が
ら
、
自
分
と
の
性
行
為
に
よ
っ
て
妊
娠
し
な

い
愛
人
を
、
不
妊
の
い
わ
ゆ
る
石
女
と
は
考
え
ず
「
ウ
マ
が
合
わ
な
い
」

と
評
す
る
。
「
子
供
が
で
き
る
こ
と
」
を
、
無
意
識
に
男
女
の
関
係
の
上

位
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
露
呈
さ
れ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
は
「
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
か
？
」
と
い
う

疑
問
に
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
、
と
返
す
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
だ
け
で

は
な
く
猿
で
も
犬
で
も
、
こ
の
世
界
に
生
を
受
け
た
そ
れ
ぞ
れ
の
「
種
」

の
究
極
の
目
的
は
、
「
個
」
で
は
な
く
「
種
」
の
存
続
で
あ
り
、
そ
れ
に

即
し
て
言
え
ば
、
「
姦
っ
て
」
同
じ
「
種
」
の
継
承
者
を
つ
く
る
こ
と
が
、

「
種
」
全
体
の
使
命
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
定
の
「
個
」
に
求
め
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
「
種
」
の
う
ち
の
「
誰
で
も
い
い
誰
か
」
が
増
や

し
て
い
け
ば
い
い
か
ら
だ
。

「
彼
」
は
自
分
の
子
供
に
つ
い
て
「
オ
ギ
ャ
ア
と
泣
く
の
だ
ろ
う
か
、

い
や
、
泣
け
な
く
と
も
、
眼
が
額
に
一
つ
し
か
な
か
ろ
う
と
、
指
が
ア
ヒ

ル
の
よ
う
に
水
か
き
で
く
っ
つ
い
て
い
よ
う
と
い
い
」
と
思
い
、
ま
た
、

翌
日
の
浄
徳
寺
で
白
痴
を
見
つ
め
て
こ
う
思
う
。
「
こ
い
つ
も
人
間
と
は

思
え
な
い
顔
を
し
て
い
る
、
と
思
う
。
だ
が
、
生
き
て
い
る
、
と
思
う
」

こ
こ
に
表
れ
る
、
「
生
」
を
全
肯
定
す
る
態
度
に
つ
い
て
、
川
西
政
明
は

「
昭
和
文
学
史
』
（
講
談
社
、
二
○
○
一
年
）
で
「
ど
ん
な
子
供
で
あ
れ
ど

に
こ
の
世
界
に
来
た
の
だ
？
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
か
？

お
れ
の
子
供
は
、
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
に
、
女
房
の
腹

の
中
か
ら
子
宮
を
蹴
っ
て
、
外
に
出
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

な
に
か
も
つ
と
別
の
方
法
が
な
い
の
か
？

3２
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中上健次『浄徳寺ツアー」

（
二
）
見
る

「
ツ
ア
ー
」
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
特
徴
的
な
の
は
「
見
る
」
こ
と
の

重
要
性
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
観
光
ツ
ア
ー
の
内
容

を
確
認
す
る
と
、
「
車
窓
観
光
」
な
ど
と
い
う
文
言
を
多
々
目
に
す
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
バ
ス
な
ど
移
動
す
る
車
内
か
ら
観
光
ポ
イ
ン
ト
を
見
る

だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
「
見
る
」
こ
と
す
ら
も
「
ツ
ア
ー
」

「
生
ま
れ
て
、
姦
っ
て
、
死
ぬ
た
め
」
に
す
べ
て
の
「
生
」
は
生
を
受

け
る
。
「
別
の
方
法
」
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
思
想
の
萌
芽

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
中
上
は
、
「
彼
」
の
言
葉
「
男
は
種
を
仕
込
む
だ

け
」
の
中
に
、
「
種
族
」
の
意
味
を
も
意
図
し
て
組
み
込
ん
だ
の
だ
ろ
う
。

ん
ど
ん
生
ま
れ
て
く
れ
ば
い
い
と
い
う
の
が
中
上
の
基
調
と
な
っ
た
路
地

の
思
想
」
と
し
て
お
り
、
実
際
、
の
ち
の
作
品
に
は
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て

い
る
。

「
減
る
ん
で
な
し
に
増
え
る
ん
や
さ
か
ね
」

そ
の
一
言
で
私
は
解
っ
た
。
私
も
女
親
の
そ
の
考
え
で
こ
の
世
に

生
を
受
け
た
。

（
２
）

（
「
妖
霊
星
」
）

「
十
人
猿
の
よ
う
に
獲
ら
れ
て
死
ん
だ
な
ら
死
ん
だ
者
の
事
を
考
え

て
悔
や
む
だ
け
で
は
な
し
に
そ
の
十
倍
も
人
間
を
産
せ
増
や
し
て
バ

ン
バ
イ
と
一
百
い
つ
づ
け
て
来
た
」

（
「
千
年
の
愉
楽
』
）

で
は
目
的
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
の
だ
。

で
は
、
「
見
る
」
こ
と
は
こ
の
作
品
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

添
乗
員
「
彼
」
が
、
ツ
ア
ー
に
目
を
配
る
「
見
る
」
立
場
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
う
え
、
「
息
抜
き
」
と
称
し
て
他
人
の
性
交

を
見
物
に
ま
で
行
く
。
だ
が
後
味
は
悪
く
、
家
に
飾
っ
て
い
た
自
分
の
写

真
（
「
彼
」
は
、
自
分
自
身
を
す
ら
「
見
る
」
対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ

る
）
を
妻
が
捨
て
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
、
「
彼
」
は
い
ら
だ
っ
て
い

く
。こ
の
い
ら
だ
ち
は
「
彼
」
に
明
確
な
名
前
が
な
い
こ
と
に
深
く
か
か
わ
っ

て
い
よ
う
。
名
前
は
、
他
者
と
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
誰

に
も
見
ら
れ
ず
に
い
る
限
り
、
人
で
あ
れ
花
で
あ
れ
、
そ
の
存
在
に
名
前

は
与
え
ら
れ
な
い
。
「
彼
」
に
与
え
ら
れ
た
名
前
は
愛
人
に
と
っ
て
の
「
ヒ

ロ
ち
ゃ
ん
」
が
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
、
「
彼
」
と
そ
の
他
の
人
間

と
の
希
薄
な
関
係
、
本
質
的
な
孤
独
が
垣
間
見
え
る
。

出
産
予
定
日
の
夜
、
「
彼
」
は
愛
人
と
の
性
交
を
誰
か
が
覗
い
て
い
る

口
と
に
気
が
つ
く
が
、
「
の
ぞ
い
て
い
て
も
い
い
、
い
や
の
ぞ
い
て
こ
そ

く
れ
」
と
思
う
。
人
間
は
、
誰
か
に
見
ら
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

実
感
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
自
分
が
他
者
に
対
す
る
「
個
」
と
し
て
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
見
る
こ
と
は
一
方
的
な
行
為
で
あ
り
、

見
る
だ
け
の
行
為
か
ら
他
者
と
の
関
係
は
深
ま
ら
な
い
。
「
見
る
」
だ
け

の
人
間
は
た
だ
孤
独
な
、
自
身
の
「
個
」
さ
え
あ
や
う
い
存
在
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
感
じ
た
「
彼
」
は
こ
の
と
き
、
「
見
る
だ
け
の
存
在
」
Ⅱ
「
孤

独
な
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
だ
。
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（
三
）
白
痴

登
場
人
物
の
一
人
に
、
白
痴
・
み
よ
こ
が
い
る
。
彼
女
の
発
す
る
言
葉

は
「
み
よ
」
と
「
う
ち
」
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
そ
の
場
に
い
る
（
ま

た
は
そ
の
場
か
ら
移
動
す
る
）
こ
と
を
嫌
が
る
場
面
で
多
く
発
せ
ら
れ
る

た
め
、
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
前
者
は
自
分
の
名
前
「
み
よ
｝
」
」
、
後
者

は
「
家
に
帰
り
た
い
」
と
い
う
意
思
表
示
に
と
れ
よ
う
。
だ
が
こ
の
二
語

は
、
他
の
言
葉
に
も
読
み
替
え
ら
れ
る
。
「
み
よ
」
は
「
見
よ
」
「
御
代
」
、

「
う
ち
」
は
、
関
西
弁
で
「
自
分
」
の
意
の
「
ウ
チ
」
（
父
親
が
関
西
出
身

で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
）
、
さ
ら
に
は
、
「
自
身
の
内
部
」
の
意

の
「
内
」
で
あ
る
。
特
に
、
白
痴
が
初
潮
を
迎
え
た
場
面
で
こ
の
二
語
が

繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
彼
女
は
内
部
の
異
変
と
同
時
に
、

自
分
の
身
体
が
持
つ
「
う
つ
ほ
」
に
も
気
づ
き
、
「
体
の
内
側
（
「
み
よ
－
」
」

の
内
と
の
変
化
を
訴
え
な
が
ら
、
「
個
と
し
て
の
「
自
分
』
を
見
て
ほ
し

い
（
見
よ
、
ウ
チ
ヒ
と
望
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

白
痴
の
初
潮
を
知
り
、
和
尚
は
「
哀
し
い
も
ん
で
す
な
あ
」
と
、
ツ
ア
ー

参
加
者
の
男
は
「
か
わ
い
そ
う
に
ね
え
」
と
言
う
が
、
後
者
に
対
し
て
は

老
婆
の
一
人
「
し
み
」
が
、
「
か
わ
い
そ
う
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
あ
な

た
、
男
だ
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
わ
か
ら
な
い
の
」
と
言
い
返
す
。
「
し
み
」

は
、
白
痴
の
初
潮
を
「
め
で
た
い
」
と
寿
い
だ
唯
一
の
人
間
で
あ
る
。
性

病
で
気
が
狂
っ
た
姉
を
湯
治
場
に
連
れ
て
い
っ
た
思
い
出
を
持
つ
、
そ
れ

ゆ
え
に
「
女
」
の
悲
惨
を
肌
で
知
っ
て
い
る
彼
女
の
そ
の
言
葉
と
寿
ぎ
は
、

「
う
つ
ほ
」
と
「
個
」
を
持
つ
「
女
」
で
あ
る
こ
と
の
力
強
さ
を
感
じ
さ

せ
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
対
し
て
「
彼
」
が
ま
ず
違
和
感
を
覚
え
た
こ
と

は
注
記
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
「
生
の
全
肯
定
」
へ
の
布
石
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
固
有
名
詞

匿
名
性
の
強
い
「
彼
」
と
は
対
照
的
に
、
愛
人
「
関
口
由
起
子
」
は
常

に
フ
ル
ネ
ー
ム
で
表
記
さ
れ
、
「
個
」
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
苗
字
を
単

漢
字
レ
ベ
ル
に
分
解
す
る
と
、
「
関
」
「
口
」
は
と
も
に
境
界
を
意
味
し
、

中
間
点
も
し
く
は
転
換
点
の
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
名
前

の
「
由
」
は
「
よ
り
ど
こ
ろ
、
手
段
」
な
ど
を
意
味
し
、
「
起
」
か
ら
く

る
「
物
事
の
ス
タ
ー
ト
」
、
「
子
」
の
「
幼
い
も
の
、
人
生
の
始
め
の
時
期
」

と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
よ
り
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

頻
出
す
る
こ
の
名
前
は
「
次
の
ス
テ
ッ
プ
と
の
境
界
」
や
「
新
し
い
始
ま

り
へ
の
手
段
」
と
い
っ
た
意
味
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
「
彼
」
が
「
ひ
よ
る
高
い
ビ
ル
の
四
階
」
と
い
う
位
置
に
い
る

の
に
対
し
、
関
口
由
起
子
の
会
社
は
一
階
に
あ
る
。
彼
女
の
い
る
場
所
は
、

初
日
の
浄
徳
寺
で
、
白
い
タ
イ
ツ
、
同
じ
く
白
い
毛
糸
の
パ
ン
ツ
を
身

に
着
け
た
白
痴
は
笑
わ
ず
、
鳩
の
餌
で
あ
る
豆
を
握
っ
た
手
を
開
か
な
い
。

だ
が
翌
日
の
浄
徳
寺
で
彼
女
は
「
赤
と
桃
色
の
ス
ト
ラ
イ
プ
の
上
着
、
黄

色
の
ス
カ
ー
ト
、
赤
い
コ
ー
ト
」
「
毛
糸
の
赤
い
パ
ン
ツ
」
を
ま
と
っ
て

笑
い
、
開
い
た
手
の
ひ
ら
に
豆
を
の
せ
る
。
無
垢
で
性
的
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ

ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
白
に
守
ら
れ
た
、
閉
じ
た
存
在
か
ら
、
「
産
む
」
機
能

を
持
つ
ゆ
え
月
経
と
い
う
赤
い
「
血
」
と
と
も
に
生
き
、
「
個
」
を
持
つ

「
女
」
に
変
容
し
た
印
象
を
与
え
る
。
「
産
む
性
」
と
な
っ
た
女
の
、
聖
母

姓
だ
け
で
な
く
、
自
分
を
見
る
他
者
に
対
し
て
開
い
た
存
在
で
あ
る
娼
婦

性
も
表
れ
る
姿
で
あ
る
。

こ
の
作
品
を
通
し
て
白
痴
は
、
「
産
む
」
こ
と
と
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」

こ
と
を
重
層
化
し
た
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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中上健次『浄徳寺ツアー』

（
｜
）
二
四
歳

異
父
兄
が
自
死
し
た
二
四
歳
と
い
う
年
齢
は
、
中
上
に
と
っ
て
あ
る
種

の
到
達
点
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
年
齢
を
越
え
た
後
、
「
生
」

に
対
す
る
中
上
の
思
想
は
二
つ
の
原
因
に
よ
っ
て
一
つ
の
方
向
へ
と
向
か

い
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

原
因
の
一
つ
は
、
到
達
点
を
越
え
た
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
進
行
方

向
に
到
達
点
が
あ
る
場
合
、
人
間
は
そ
こ
を
ゴ
ー
ル
と
し
た
直
線
の
運
動

の
み
を
意
識
す
る
。
し
か
し
、
死
と
重
ね
ら
れ
た
到
達
点
を
越
え
て
も
な

お
、
越
え
る
前
と
そ
う
変
わ
ら
な
い
日
常
が
続
く
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た

と
き
、
「
生
を
受
け
て
存
在
し
て
い
る
意
味
」
を
考
え
ず
に
い
ら
れ
る
だ

ろ
う
か
。

も
う
一
つ
は
、
結
婚
し
、
子
供
を
持
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
妻
と
い
う

女
」
が
間
近
に
い
る
場
合
、
そ
の
生
の
形
状
を
も
日
常
の
も
の
と
し
て
見

る
こ
と
に
な
る
。

時
間
的
形
状
か
ら
女
を
見
つ
め
る
と
、
女
が
、
社
会
で
共
有
さ
れ
る
暦

そ
の
ピ
ル
に
と
っ
て
始
ま
り
の
場
所
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
水
子
地
蔵
か
ら
の
帰
り
に
「
彼
」
と
「
関
口
由
起
子
」
、
老
婆

ら
が
休
憩
す
る
喫
茶
店
の
名
は
「
水
車
」
。
不
可
逆
の
流
れ
と
円
環
と
が

接
す
る
も
の
で
あ
る
。

頻
出
す
る
人
名
「
関
口
由
起
子
」
と
、
作
品
の
中
間
地
点
で
一
度
だ
け

使
わ
れ
る
店
名
「
水
車
」
、
こ
の
二
つ
の
固
有
名
詞
の
名
づ
け
に
際
し
、

中
上
は
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

一
一
一
作
品
背
景
と
し
て
の
中
上
健
次

の
他
に
月
経
と
い
う
暦
を
持
つ
こ
と
を
ま
ず
認
識
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
の
暦
は
、
個
別
の
周
期
で
繰
り
返
さ
れ
る
。

誕
生
を
「
無
か
ら
の
発
生
」
死
を
「
無
へ
の
回
帰
」
と
捉
え
る
と
、
そ

の
間
に
あ
る
生
の
形
状
は
、
「
無
」
を
起
点
／
終
点
と
し
て
円
を
描
く
。

次
に
、
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
動
物
の
一
日
を
、
目
覚
め
と
眠
り
の
繰
り

返
し
と
捉
え
る
と
、
無
意
識
か
ら
意
識
活
動
を
経
て
無
意
識
へ
戻
る
と
い

う
円
環
構
造
が
見
え
て
く
る
。
動
物
の
「
生
」
は
、
巨
大
な
円
環
「
一
生
」

の
上
を
、
成
長
・
衰
退
と
い
う
不
可
逆
的
な
直
線
運
動
を
目
に
見
え
る
変

化
と
し
つ
つ
、
小
さ
な
円
環
。
日
」
を
繰
り
返
し
て
移
動
す
る
こ
と
に

な
る
．
し
か
し
、
生
の
ざ
な
か
に
あ
る
人
間
ｌ
特
に
「
男
」
ｌ
が
、

こ
の
円
環
構
造
を
自
然
に
認
識
す
る
た
め
に
は
、
。
生
」
は
大
き
す
ぎ
、

．
日
」
は
小
さ
す
ぎ
る
。
だ
が
「
女
」
は
、
そ
の
マ
ク
ロ
と
ミ
ク
ロ
の

二
つ
の
円
環
の
他
に
、
月
経
と
い
う
円
環
を
持
っ
て
い
る
。
日
常
生
活
の

中
で
自
然
に
認
識
で
き
る
等
身
大
の
円
環
を
繰
り
返
し
て
生
き
る
「
女
」

が
間
近
に
い
る
こ
と
で
、
中
上
は
生
き
る
こ
と
が
持
つ
円
環
構
造
に
目
を

向
け
、
そ
の
無
か
ら
無
へ
の
、
ま
た
は
起
点
と
終
点
が
重
な
る
円
環
上
を

不
可
逆
的
に
移
動
し
て
い
く
「
生
」
の
意
味
を
見
つ
め
た
の
で
は
な
い
だ

（
３
）

ろ
う
か
。

身
体
的
形
状
か
ら
女
を
見
れ
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
う
つ
ほ
」
を
持
っ

て
い
る
。
そ
の
「
う
つ
ほ
」
と
い
う
空
洞
を
、
「
空
洞
」
と
認
識
さ
せ
る

も
の
は
、
無
を
囲
む
円
環
状
の
輪
郭
で
あ
る
。
ゆ
え
に
「
女
」
は
、
誕
生

か
ら
死
に
至
る
人
生
に
重
ね
ら
れ
る
「
円
環
」
を
、
時
間
的
・
身
体
的
形

状
と
い
う
わ
か
り
や
す
い
形
で
そ
の
「
生
」
の
本
質
に
持
っ
て
い
る
と
い

え
る
。

先
に
、
「
各
ポ
イ
ン
ト
を
経
て
出
発
地
へ
戻
る
」
こ
と
が
「
ツ
ア
ー
」
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（
二
）
変
わ
る
過
程

「
彼
の
女
」
は
、
「
彼
」
の
拒
否
に
よ
っ
て
堕
胎
を
繰
り
返
し
て
き
た
が
、

こ
れ
が
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
に
な
る
か
ら
と
出
産
を
決
意
し
た
。
彼
ら
の
堕

胎
は
、
生
活
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
意
識
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
も
の

だ
っ
た
。
だ
が
、
「
変
わ
ら
な
い
」
こ
と
は
、
変
わ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
先
の
可
能
性
を
潰
す
こ
と
で
も
あ
る
。
出
産
を

「
彼
」
が
承
認
し
た
時
点
で
、
彼
ら
は
「
変
わ
る
過
程
」
に
入
る
こ
と
に

な
る
。

の
目
的
と
し
た
。
こ
れ
は
、
円
環
構
造
を
持
つ
「
生
」
の
目
的
と
も
換
言

で
き
よ
う
。
「
生
」
「
ツ
ア
ー
」
は
、
そ
の
形
状
に
よ
っ
て
、
「
女
」
と
深

く
関
連
づ
け
ら
れ
る
。
他
者
を
産
む
性
で
あ
る
「
女
」
と
重
ね
る
と
、
た

だ
の
「
生
」
「
ツ
ア
ー
」
そ
の
も
の
に
、
創
造
性
も
内
包
さ
れ
て
い
る
と

考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
生
物
の
死
亡
率
は
、
一
○
○
％
で
あ
る
。
死
を
目

的
と
し
て
生
ま
れ
た
な
ら
ば
、
「
生
」
の
過
程
な
ど
必
要
な
い
。
い
っ
そ

誕
生
も
し
な
け
れ
ば
よ
い
。
だ
が
、
「
生
」
を
受
け
た
以
上
は
、
小
さ
な

円
環
を
繰
り
返
し
な
が
ら
大
き
な
円
環
の
上
を
不
可
逆
に
ゆ
く
、
何
ら
か

の
創
造
性
を
内
包
し
た
「
ツ
ア
ー
」
で
あ
る
そ
の
「
過
程
」
こ
そ
が
目
的

な
の
だ
。

二
四
歳
と
い
う
ト
ポ
ス
を
越
え
て
生
き
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
点

で
、
そ
の
よ
う
な
方
向
の
思
想
が
中
上
の
中
で
霧
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
な
に
よ
、
い
っ
た
い
、
こ
れ
」
と
、
目
の
敵
の
よ
う
に
彼
の
写
真

を
言
っ
た
。
「
み
っ
と
も
な
い
と
一
一
一
一
口
っ
た
ら
あ
り
や
し
な
い
」
そ
ん

な
女
を
み
な
が
ら
、
彼
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
年
貢
の
納
め
時
な
の

出
産
を
控
え
た
「
彼
の
女
」
が
否
定
す
る
の
は
、
「
彼
」
が
誇
る
「
過
去

の
『
彼
Ｅ
で
あ
る
。
「
年
貢
の
納
め
時
」
か
ら
は
、
過
去
の
栄
光
を
手
放

し
て
新
た
な
ス
テ
ー
ジ
へ
向
か
お
う
と
い
う
意
識
が
、
「
い
や
、
い
ま
な

ら
、
ま
だ
間
に
合
う
と
思
う
の
だ
っ
た
。
ま
だ
な
ん
と
か
な
る
」
か
ら
は
、

変
容
へ
の
不
安
と
揺
れ
が
見
え
て
こ
よ
う
。
「
彼
」
は
変
容
を
選
択
し
な

が
ら
も
揺
れ
る
過
程
に
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
と
き
、
中
上
は
ど
の
よ
う
な
時
期
に
い
た
の
だ
ろ
う
。

中
上
は
、
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
の
七
カ
月
前
に
発
表
し
た
「
修
験
』
か

ら
、
デ
ビ
ュ
ー
以
来
の
一
人
称
「
ぼ
く
」
を
捨
て
、
三
人
称
「
彼
」
に
転

換
し
た
。
こ
れ
は
、
作
品
を
書
く
上
で
の
視
座
を
主
観
か
ら
客
観
に
変
え

た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
れ
以
前
の
作
品
で
、
「
自
殺
」
や
「
死
」
は
中
上
自
身
を
色

（
４
）

濃
く
投
影
し
た
主
人
公
の
側
に
あ
っ
た
が
、
『
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
』
で
は
老

婆
ら
の
親
族
た
ち
の
死
や
愛
人
の
母
の
自
殺
と
い
う
解
体
さ
れ
た
形
で
提

示
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
主
人
公
に
与
え
る
精
神
的
影
響
も
深
刻
な
も
の
で

は
な
い
。
加
え
て
こ
の
作
品
に
お
い
て
中
上
は
、
「
彼
」
の
育
っ
た
家
庭

環
境
を
明
か
さ
な
い
。
中
上
が
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
の
主
人
公
た
ち
を
支

配
し
て
き
た
私
的
な
背
景
と
一
度
距
離
を
置
く
こ
と
で
、
次
の
ス
テ
ー
ジ

へ
の
転
換
を
図
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
実
際
、
特
殊
な
家
庭
環
境
を

背
景
に
持
つ
人
間
と
し
て
描
か
な
い
こ
と
は
、
不
特
定
多
数
の
生
を
主
人

公
に
重
ね
る
、
こ
の
作
品
で
意
図
さ
れ
た
「
彼
」
の
匿
名
性
を
高
め
る
こ

と
に
は
成
功
し
て
い
る
。

か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
だ
っ
た
。
い
や
、
い
ま
な
ら
、
ま
だ
間
に

合
う
と
思
う
の
だ
っ
た
。
ま
だ
な
ん
と
か
な
る
。
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中上健次「浄徳寺ツアー』

大
変
妥
当
な
分
類
で
あ
り
、
挙
げ
ら
れ
た
作
品
だ
け
を
こ
の
観
点
か
ら

分
類
す
る
と
、
「
逃
亡
遊
行
者
の
貌
を
刻
ん
だ
」
初
期
作
品
Ⅱ
一
人
称
、
「
仮

面
土
着
者
の
貌
が
深
く
刻
印
さ
れ
た
」
「
岬
」
な
ど
Ⅱ
三
人
称
と
、
人
称

形
式
に
つ
い
て
も
迷
い
な
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
、
こ
の
観
点
か
ら
見
る
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
は
、
「
十
九
歳
の
地
図
」

の
後
、
「
岬
」
の
前
と
い
う
執
筆
時
期
も
含
め
て
ど
ち
ら
と
も
言
い
が
た

い
。
人
称
形
式
は
三
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
人
称
で
書
き
続
け
て
き

た
作
家
が
、
人
称
転
換
だ
け
を
も
っ
て
ス
ム
ー
ズ
に
三
人
称
的
視
点
を
得

ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
三
人
称
で
書
き
な
が
ら
も
、
一
一
一
人
称
的
視
点
を

獲
得
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
一
人
称
的
視
点
は
引
き
ず
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
「
彼
」
が
生
ま
れ
故
郷
の
和
歌
山
か
ら
離
れ
た
人
間
で
あ
る

こ
と
は
「
逃
亡
遊
行
」
と
と
れ
る
が
、
現
在
住
む
土
地
で
は
定
職
に
就
き
、

妻
を
要
り
、
子
供
の
誕
生
も
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
土
着
」
へ
の
過

こ
こ
で
、
鎌
田
東
こ
の
論
説
を
引
用
し
た
い
。

そ
も
そ
も
最
初
か
ら
中
上
健
次
は
遊
行
と
土
着
の
二
つ
の
相
を
お
の

れ
の
文
学
世
界
の
根
幹
に
刻
み
つ
け
て
い
た
と
い
え
る
。
初
期
の
「
十

八
歳
、
海
二
や
「
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
」
や
「
十
九
歳
の
地
図
」

は
逃
亡
遊
行
者
の
貌
を
刻
み
、
「
岬
」
や
「
枯
木
灘
」
や
「
熊
野
集
」

な
ど
に
は
、
ど
の
よ
う
に
も
紳
士
と
は
い
い
か
ね
る
が
仮
面
土
着
者

の
貌
が
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

（
「
中
上
健
次
と
紀
州
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
中
上
健

次
」
至
文
堂
、
一
九
九
三
年
）

程
に
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
添
乗
員
」
と
い
う
職
そ
の
も

の
が
「
逃
亡
遊
行
」
と
「
仮
面
土
着
」
の
ど
ち
ら
と
も
言
い
が
た
い
。
生

業
と
し
て
行
わ
れ
る
そ
の
移
動
は
、
出
発
地
へ
戻
る
こ
と
を
大
前
提
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
中
上
は
、
逃
亡
遊
行
語
り
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、

『
岬
』
以
降
明
ら
か
に
な
る
「
土
着
」
に
向
か
う
「
ど
ち
ら
と
も
言
い
が

た
い
」
時
期
に
い
る
自
身
同
様
、
変
わ
る
過
程
に
あ
っ
て
根
を
ま
だ
張
り

き
ら
な
い
存
在
と
し
て
、
「
彼
」
を
設
定
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
「
彼
の
女
」
の
出
産
に
立
ち
返
り
た
い
。
「
彼
の
女
」
の
「
難

産
」
と
は
、
妊
娠
と
出
産
が
「
彼
」
自
身
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
難

産
」
自
体
が
杷
憂
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
中
上

の
意
識
の
表
象
で
あ
ろ
う
。
作
家
の
出
産
と
は
、
作
品
の
誕
生
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「
彼
の
女
」
と
い
う
呼
称
も
、
「
彼
の
中
の
女
」
Ⅱ
「
自
分
の

中
の
「
産
む
』
力
を
持
つ
部
分
」
と
い
う
意
識
か
ら
使
わ
れ
た
も
の
と
な

り
、
出
産
の
時
を
迎
え
て
い
る
の
は
、
「
彼
」
自
身
と
な
る
。

だ
が
、
「
眼
が
一
つ
で
も
水
か
き
が
あ
っ
て
も
い
い
」
と
い
う
、
生
の

全
肯
定
の
発
現
の
直
後
に
見
た
夢
で
「
彼
」
は
、
女
の
胎
内
の
「
六
つ
ぐ

ら
い
い
る
感
じ
」
の
「
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
」
を
三
匹
ず
つ
し
め
殺
し
て
や

る
」
と
笑
う
。
こ
の
相
反
す
る
描
写
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

産
ま
れ
て
く
る
そ
の
存
在
が
不
要
な
ら
ば
、
ま
と
め
て
捨
て
て
も
い
い
。

わ
ざ
わ
ざ
二
匹
ず
つ
」
「
し
め
殺
す
」
行
為
は
、
個
々
の
命
を
自
身
の

手
で
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
個
」
の
「
生
」
を
、
切
実
さ
を
持
っ

て
感
じ
た
い
と
い
う
意
識
の
表
徴
と
と
れ
よ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
胎
児

の
段
階
で
の
会
話
で
あ
る
。
中
上
の
中
に
は
新
し
い
作
品
世
界
の
萌
芽
が

あ
っ
た
。
三
人
称
と
い
う
ス
タ
イ
ル
・
視
点
が
中
上
の
中
で
根
を
張
り
始
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（
三
）
他
作
品
の
萌
芽

『
浄
徳
寺
ツ
ァ
ー
」
が
落
選
し
た
回
の
芥
川
賞
の
講
評
で
永
井
龍
雄
は

（
５
）

「
狼
雑
な
人
間
の
一
団
を
、
一
団
と
し
て
扱
う
手
法
に
新
鮮
さ
」
が
あ
る

と
し
、
「
岬
」
で
受
賞
し
た
回
で
も
。
群
れ
の
人
間
を
浮
出
さ
せ
る
の

に
、
す
ぐ
れ
た
筆
力
を
持
っ
て
い
る
。
前
の
候
補
作
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」

（
６
）

で
そ
う
思
っ
た
こ
と
を
、
今
度
も
あ
ら
た
め
て
感
じ
た
」
と
、
同
様
の
観

点
か
ら
の
講
評
を
述
べ
て
い
る
。
同
じ
回
で
瀧
井
孝
作
は
「
前
回
の
候
補

（
７
）

作
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
に
は
、
団
体
旅
行
の
狼
雑
味
が
描
い
て
あ
っ
た
」

と
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
二
人
に
は
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
ツ
ア
ー

参
加
者
の
描
写
が
狼
雑
性
の
表
現
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
に

め
、
「
兄
の
自
殺
」
に
代
表
さ
れ
る
私
的
で
切
実
な
背
景
や
「
作
家
と
し

て
の
難
産
」
を
客
観
的
に
見
る
姿
勢
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
、
責
任
と
手
ご

た
え
の
あ
る
そ
の
過
程
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

作
品
中
、
「
彼
」
の
子
供
が
産
ま
れ
た
か
ど
う
か
は
判
明
し
な
い
。
自

分
が
作
家
と
し
て
過
渡
期
の
さ
な
か
ｌ
「
産
む
」
存
在
に
な
る
自
分
を

自
分
自
身
の
中
か
ら
産
み
出
す
と
い
う
難
産
の
時
期
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
絶
望
的
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
夢
の
中
で
彼
の
女

は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

み
ず
み
ず
し
い
希
望
に
満
ち
た
言
葉
で
あ
る
。

「
つ
わ
り
は
ひ
ど
か
っ
た
け
ど
、
時
期
が
短
か
か
っ
た
か
ら
。
そ
れ

だ
か
ら
皆
ん
な
け
つ
こ
う
元
気
が
い
い
の
」

は
違
和
感
を
覚
え
る
。
団
体
旅
行
に
お
け
る
狼
雑
性
と
は
、
全
く
違
う
背

景
を
持
つ
人
間
が
集
め
ら
れ
、
非
日
常
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
本
質
を
露
わ

に
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
明
確
に
表
出
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
の
ツ
ァ
ー
の
参
加
者
は
み
な
、
同
じ
寺
の
檀
家
で
あ
る
。
こ
こ

に
描
か
れ
た
人
間
の
群
れ
は
、
彼
ら
の
属
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
を
小
さ

く
切
り
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
団
体
旅
行
が
狼
雑
性

の
表
現
に
な
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ツ
ア
ー
を
「
小
さ
く
切
り
取
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
移
動
」
と
捉
え
る
と
、
の
ち
の
作
品
「
日
輪
の
翼
」
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

『
岬
」
以
降
の
中
上
作
品
に
お
い
て
重
要
な
ト
ポ
ス
で
あ
る
「
路
地
」
の

消
滅
の
後
、
「
路
地
」
の
老
婆
ら
が
日
本
各
地
の
聖
地
を
巡
る
旅
の
物
語

で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
老
婆
ら
は
ま
る
で
「
路
地
」
ご
と
移
動
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
、
「
路
地
」
的
生
活
を
各
地
で
再
現
す
る
。
ま
た
、
「
浄
徳
寺

ツ
ア
ー
」
で
京
都
の
思
い
出
と
し
て
語
ら
れ
た
、
寺
社
（
も
し
く
は
観
光

名
所
）
を
掃
除
す
る
老
婆
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
「
日
輪
の
翼
」
で
最
後
の

聖
地
・
皇
居
を
掃
除
し
よ
う
と
す
る
老
婆
ら
と
二
重
写
し
に
な
る
。

さ
ら
に
は
、
「
浄
徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ア
ー
」
が
催
行
さ
れ
た
理
由
に

関
口
由
起
子
の
母
の
自
殺
が
あ
っ
た
こ
と
も
注
視
し
た
い
。
母
と
い
う
重

要
な
存
在
の
事
件
的
な
消
滅
（
自
殺
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

に
い
た
人
々
が
「
聖
地
」
へ
移
動
す
る
と
い
う
動
き
は
、
宿
命
の
土
地
「
路

地
」
の
事
件
的
な
消
滅
に
よ
っ
て
老
婆
ら
が
聖
地
巡
り
の
旅
に
出
る
「
日

輪
の
翼
」
の
、
極
め
て
素
朴
な
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

も
ち
ろ
ん
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
執
筆
当
時
、
「
路
地
」
と
い
う
ト
ポ
ス
は

確
固
た
る
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
実
在
す
る
「
路
地
」
の
消
滅
も
始

ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
が
。
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「
千
」
は
「
賎
」
と
同
一
の
音
を
持
ち
、
平
家
の
子
孫
で
あ
り
体
に
千

の
毒
を
持
つ
と
い
う
人
々
は
、
の
ち
「
千
年
の
愉
楽
』
を
中
心
に
語
ら
れ

る
、
高
貴
で
澱
ん
だ
血
を
持
つ
「
中
本
の
一
統
」
を
想
起
さ
せ
る
。
事
も

な
げ
に
話
し
つ
つ
「
な
ん
に
も
訊
か
ん
方
が
い
い
」
と
い
う
女
中
の
態
度

は
、
「
路
地
」
ｌ
「
賎
」
た
る
被
差
別
部
落
に
対
す
る
周
囲
の
態
度
そ

の
も
の
だ
ろ
う
。

「
彼
」
は
「
千
毒
坂
」
に
向
か
う
が
、
「
聖
坂
」
で
会
っ
た
ポ
ン
引
き
に

つ
い
て
行
っ
た
た
め
、
辿
り
着
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
に

垣
間
見
え
る
も
の
は
、
「
路
地
」
を
中
心
と
す
る
紀
州
サ
ー
ガ
を
展
開
し

始
め
る
前
の
、
中
上
の
逵
巡
だ
ろ
う
。

の
ち
の
作
品
の
萌
芽
は
ま
だ
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
白
痴
と
そ
の
背
景
で

あ
る
。
老
婆
の
一
人
は
、
白
痴
の
母
親
が
若
い
男
と
駆
け
落
ち
し
た
と
語

る
が
、
そ
こ
に
は
「
枯
木
灘
」
と
の
つ
な
が
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
「
路
地
」
は
、
中
上
の
中
で
霊
い
て
い
た
。
回
想
で
「
彼
」
は
、

「
千
毒
坂
」
と
い
う
地
名
に
興
味
を
持
ち
、
そ
れ
に
つ
い
て
旅
館
の
女
中

に
尋
ね
て
い
る
。

「
あ
あ
、
あ
そ
こ
で
す
か
、
由
緒
あ
る
い
わ
れ
な
ど
な
ん
に
も
な
い

で
す
よ
」
と
言
っ
た
。
「
あ
の
あ
た
り
に
住
ん
で
る
人
は
、
体
に
千

の
毒
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
な
ん
で
し
よ
。
あ
の
あ
た
り
の
人
は
、

自
分
た
ち
は
平
家
の
子
孫
だ
と
言
っ
て
る
け
ど
」
と
事
も
な
げ
に

言
っ
た
。
「
お
客
さ
ん
、
な
ん
に
も
訊
か
ん
方
が
い
い
で
す
よ
。
い

ま
あ
そ
こ
は
そ
ん
な
名
前
な
い
ん
で
す
か
ら
」
女
中
は
、
彼
の
顔
を

み
つ
め
た
。
千
毒
坂
、
変
に
、
そ
の
名
に
心
ひ
か
れ
た
。

異
母
妹
・
さ
と
子
と
の
近
親
相
姦
を
告
げ
る
主
人
公
・
秋
幸
に
対
し
て

の
、
「
男
」
１
１
実
父
の
反
応
で
あ
る
。
濃
い
血
縁
関
係
に
あ
る
男
女
の

性
交
が
「
ア
ホ
の
子
」
白
痴
を
産
み
出
す
可
能
性
が
、
当
た
り
前
の
こ
と

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
産
ん
だ
も
ん
は
つ
ら
い
」
と
い
う
言
葉

に
は
、
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
に
お
け
る
白
痴
の
母
の
出
奔
の
理
由
ｌ
「
若

い
男
」
が
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
白
痴
を
産
ん

だ
こ
と
」
は
、
そ
の
土
地
で
生
き
る
辛
さ
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
ｌ
も
匂
わ
き
れ
て
い
る
．
だ
が
．
そ
れ
を
踏
ま
え
て

な
お
、
「
つ
く
れ
、
つ
く
れ
、
ア
ホ
で
も
何
で
も
か
ま
ん
」
と
、
倫
理
を

越
え
た
生
で
す
ら
全
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
白
痴
は
「
産
む
性
」
へ
の
変
容
を

遂
げ
た
。
中
上
が
『
岬
」
以
降
の
作
品
で
重
要
な
舞
台
と
し
た
「
路
地
」

は
、
「
ア
ホ
な
人
」
に
よ
っ
て
開
關
さ
れ
た
と
「
日
輪
の
翼
」
で
は
語
ら

「
し
よ
う
な
い
こ
と
じ
ゃ
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
こ
と
じ
ゃ
」
男
は
言
っ

た
。
低
く
声
を
た
て
て
わ
ら
っ
た
。
「
そ
ん
な
こ
と
気
に
す
ん
な
。

秋
幸
と
さ
と
子
に
子
供
が
出
来
て
、
た
と
え
ア
ホ
の
子
が
出
来
て
も
、

し
よ
う
な
い
こ
と
じ
ゃ
。
ア
ホ
が
出
来
た
ら
ま
あ
産
ん
だ
も
ん
は
つ

ら
い
じ
ゃ
ろ
が
」

「
ア
ホ
を
つ
く
っ
た
る
わ
」
と
さ
と
子
は
言
う
。

「
つ
く
れ
、
つ
く
れ
、
ア
ホ
で
も
何
で
も
か
ま
ん
。
有
馬
の
土
地
が

あ
る
ん
じ
や
か
ら
、
ア
ホ
の
孫
の
一
人
や
二
人
ど
う
い
う
こ
と
も
な

い
」

Ｓ
枯
木
灘
」
）
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直
接
的
な
表
現
だ
け
で
な
く
、
こ
の
場
面
で
白
痴
が
着
て
い
る
服
の
色

（
赤
、
桃
色
、
黄
色
）
と
ス
ト
ラ
イ
プ
柄
も
ま
た
、
燃
え
上
が
る
炎
を
連

想
さ
せ
る
。

れ
る
。
中
上
作
品
に
お
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
一
般
的
に
も
、
「
ア
ホ
な
人
」

と
「
白
痴
」
と
は
単
純
に
イ
コ
ー
ル
で
結
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
「
白

痴
」
を
巡
る
悲
し
み
を
も
含
め
た
混
沌
、
さ
ら
に
白
痴
や
開
關
の
祖
を
内

包
し
た
「
ア
ホ
な
人
」
と
い
う
一
つ
の
「
生
」
か
ら
の
可
能
性
が
、
示
唆

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
に
は
、
中
上
の
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
の

土
台
や
材
料
が
、
揮
然
と
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
四
）
パ
ト
ス

「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
は
、
炎
の
イ
メ
ー
ジ
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。

夢
の
中
に
出
て
き
た
地
面
に
落
ち
て
く
だ
け
、
ぱ
っ
と
赤
い
炎
が
広

が
っ
た
火
炎
ピ
ン
を
想
い
出
し
た
。
な
に
か
も
や
も
や
し
て
い
る
と

感
じ
た
の
は
、
こ
れ
か
、
と
思
っ
た
。
ま
だ
敵
味
方
に
分
れ
て
、
殴
っ

た
り
殴
ら
れ
た
り
し
た
い
の
か
？
殺
し
た
り
殺
さ
れ
た
り
、
鉄
砲

で
撃
っ
た
り
、
槍
で
つ
い
た
り
し
た
い
の
か
。
彼
ら
の
方
へ
和
尚
に

先
導
さ
れ
て
ぞ
ろ
ぞ
ろ
歩
い
て
く
る
老
婆
た
ち
の
後
の
、
浄
徳
寺
が
、

炎
を
噴
き
上
げ
て
い
た
。
い
や
、
一
瞬
、
光
の
加
減
で
、
そ
う
み
え

た
。
火
の
粉
を
と
ば
し
、
音
を
た
て
て
燃
え
て
い
た
。
ご
う
ご
う
と

鳴
っ
た
。
「
み
い
よ
お
」
と
白
痴
の
子
が
言
っ
た
。
わ
ら
っ
た
。
鳩

が
、
ば
た
ば
た
と
翔
ぴ
あ
が
っ
た
。

こ
れ
ら
の
描
写
で
は
、
目
的
よ
り
も
そ
こ
へ
至
る
過
程
が
強
烈
に
意
識

さ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
彼
」
に
と
っ
て
は
、
一
瞬

の
パ
ト
ス
、
「
生
」
を
実
感
す
る
「
過
程
」
が
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
産

物
（
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
の
結
果
と
し
て
の
子
供
、
走
っ
た
結
果
と
し
て
の
女
）

自
体
へ
の
思
い
入
れ
は
発
生
し
な
い
の
だ
。

渡
部
直
己
は
『
中
上
健
次
論
愛
し
ざ
に
つ
い
て
』
（
河
出
書
房
新
社
、

一
九
九
六
年
）
で
、
中
上
が
作
品
内
容
に
深
く
か
か
わ
る
矛
盾
ま
で
も
放

「
男
」
の
「
う
つ
ほ
」
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
こ
こ
で
、
実
際
に
空

洞
を
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
を
思
い
浮
か
べ
た
い
。
そ
れ
に
点
火
し
た
と

き
、
空
気
を
含
む
分
、
火
炎
瓶
同
様
バ
ツ
と
燃
え
上
が
る
だ
ろ
う
。
一
過

性
の
強
烈
な
パ
ト
ス
を
主
体
と
す
る
「
男
の
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
」
の
あ
り
よ

う
と
二
重
写
し
に
な
る
。

前
述
の
「
息
抜
き
」
の
後
、
テ
レ
ビ
で
火
事
を
見
て
「
彼
」
は
考
え
る
。

ま
た
、
誰
か
に
覗
か
れ
な
が
ら
性
交
し
た
後
、
「
彼
」
は
回
想
す
る
。

合
宿
地
の
駅
前
に
い
る
女
を
買
い
に
行
こ
う
と
、
夜
道
を
走
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
女
と
は
、
あ
っ
け
な
か
っ
た
。
い
ま
と
な
っ
て
み
る

と
、
夜
の
暗
い
道
を
全
力
で
走
っ
た
ほ
う
が
、
鮮
明
に
思
い
出
す
の

だ
っ
た
。
心
臓
が
ど
き
ど
き
鳴
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

変
態
で
も
い
い
。
い
い
感
じ
に
な
り
た
い
、
大
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
を
味

わ
い
た
い
と
思
っ
た
。
大
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
の
前
で
は
、
子
供
な
ど
屍

の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
思
っ
た
。
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書
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
と
き
、
問
い
そ
の
も
の
や
、
答
え
に
な
り
き
れ

て
い
な
い
も
の
で
も
と
に
か
く
書
き
つ
け
る
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
考
え
る
と
、
精
読
と
い
う
ほ
ど
に
は
自
作
を
読
み
返
す
こ
と
は
し
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。
作
家
と
し
て
生
き
る

瞬
間
、
瞬
間
に
彼
が
対
時
す
べ
き
物
語
は
、
既
に
文
字
に
し
た
も
の
で
は

な
く
、
彼
の
内
部
に
元
気
な
胎
児
と
し
て
存
在
す
る
も
の
、
ま
た
は
絶
え

ず
生
ま
れ
続
け
る
問
い
の
形
を
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

置
す
る
さ
ま
を
「
中
上
健
次
ほ
ど
粗
雑
な
作
家
は
い
な
い
」
と
評
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
「
記
号
を
め
ぐ
る
途
方
も
な
い
粗
雑
さ
」
と
は
逆
に
、
物

語
そ
の
も
の
へ
の
「
驚
く
べ
き
厳
密
さ
」
を
中
上
が
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、

「
そ
の
厳
密
さ
は
、
彼
が
、
た
ん
な
る
再
読
を
こ
え
た
独
特
の
注
意
深
さ

で
自
作
を
読
み
返
し
続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
」
と

す
る
論
説
か
ら
く
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
完
全
に
は
首
肯
し
が

た
い
。

中
上
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

言
葉
を
書
く
と
い
う
行
為
は
い
つ
も
、
絶
え
ず
、
そ
の
小
説
家
に
様
々

な
問
を
発
す
る
。
そ
の
問
に
答
え
切
っ
て
再
度
、
筆
を
執
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
問
が
あ
ま
り
に
も
切
実
で
、
だ
か
ら
、
問
そ
の
も

の
を
書
き
つ
け
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
問
の
重
さ
を
支
え
切
れ
ず
、
問

に
圧
し
潰
さ
れ
て
流
れ
だ
し
た
精
神
の
液
の
よ
う
な
も
の
を
イ
ン
ク

に
し
て
、
言
葉
を
書
く
事
も
あ
る
。

（
「
著
者
か
ら
読
者
へ
問
と
い
う
大
岩
」
「
熊
野
集
』
講
談
社
文

芸
文
庫
、
一
九
八
八
年
）

笑
い
は
人
間
だ
け
が
で
き
る
行
為
で
あ
り
、
白
痴
の
笑
い
は
、
彼
女
が

人
間
で
あ
る
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
台
詞
を
、
「
み
よ
－
」
」
「
御

代
」
「
見
よ
」
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
「
み
よ
｝
」
」
と
い
う
「
個
」
、

ひ
い
て
は
す
べ
て
の
「
個
」
そ
れ
ぞ
れ
の
「
御
代
」
を
「
見
よ
」
ｌ
「
自

分
自
身
の
生
を
見
ろ
」
、
そ
う
い
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
取
れ
る
。

そ
し
て
、
「
翔
ぴ
あ
が
っ
た
」
鳩
は
永
遠
に
宙
に
浮
い
た
ま
ま
で
は
い

な
い
。
い
つ
か
は
地
に
足
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
地
か

ら
宙
を
経
て
地
に
戻
る
円
環
構
造
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
鳩
の
飛
翔
に

対
し
、
中
上
が
作
品
中
一
貫
し
て
「
翔
」
と
い
う
字
を
使
っ
た
こ
と
は
看

過
で
き
な
い
。
「
飛
」
よ
り
も
高
い
高
度
。
長
い
距
離
の
移
動
を
印
象
づ

け
る
こ
の
字
は
、
作
品
に
明
る
い
広
が
り
を
与
え
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
は

中
上
に
は
、
燃
え
上
が
る
炎
の
よ
う
に
「
書
い
て
い
る
瞬
間
」
の
パ
ト

ス
が
重
要
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
産
ま
れ
、
世
に
出
た
作
品
は
、
他

者
か
い
っ
そ
過
去
世
の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

粗
雑
で
あ
っ
て
も
矛
盾
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
う
産
み
落
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
「
心
臓
が
ど
き
ど
き
鳴
っ
て
」
い
る
瞬
間
こ
そ
が
彼
の
「
生
」

で
あ
り
「
作
品
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
再
度
引
用
す
る
。

「
み
い
よ
お
」
と
白
痴
の
子
が
言
っ
た
。
わ
ら
っ
た
。
鳩
が
、
ば
た

ば
た
と
翔
び
あ
が
っ
た
。

終
章
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「
見
る
」
と
い
う
孤
独
な
行
為
か
ら
、
生
の
本
質
を
探
る
作
業
は
始
ま

る
の
で
あ
る
。
特
定
の
「
個
」
で
は
な
い
「
見
る
」
「
彼
」
に
よ
っ
て
「
浄

徳
寺
パ
ッ
ケ
イ
ジ
ツ
ァ
ー
」
と
い
う
団
体
旅
行
と
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
と

い
う
作
品
が
展
開
す
る
こ
と
は
、
無
数
の
「
個
」
の
た
だ
あ
る
「
生
」
の

「
過
程
」
を
全
肯
定
す
る
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
必
然
だ
っ
た
の
だ
と
い

え
よ
う
。

「
関
口
由
起
子
」
は
円
環
及
び
「
生
」
の
無
数
の
通
過
点
の
始
ま
り
を

体
現
し
、
「
白
痴
」
は
、
人
生
の
意
味
な
ど
考
え
る
こ
と
も
な
い
そ
の
存

在
を
も
っ
て
逆
説
的
に
「
生
」
を
思
わ
せ
、
た
だ
二
語
を
繰
り
返
す
こ
と

で
「
内
側
を
見
ろ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。

生
を
全
肯
定
し
、
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
を
配
し
た
作
品
を
、
「
個
人

的
な
憤
り
を
た
た
き
つ
け
て
い
る
作
品
」
と
呼
べ
る
だ
ろ
う
か
。
中
上
は
、

個
人
的
憤
り
に
満
ち
た
初
期
短
篇
の
時
代
を
既
に
抜
け
出
し
、
私
的
な
背

や
は
り
人
生
へ
の
肯
定
の
態
度
が
見
え
る
か
ら
だ
。

「
ツ
ァ
ー
」
を
経
て
、
生
の
全
肯
定
へ
と
わ
ず
か
な
が
ら
成
長
す
る
「
彼
」

は
、
世
界
に
遍
在
す
る
無
数
の
「
個
」
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
を
念
頭
に
置

く
と
「
旅
行
会
社
の
社
員
に
知
性
も
教
養
も
要
ら
ね
え
よ
」
と
い
う
自
潮

は
、
「
「
生
』
と
い
う
円
環
を
生
き
る
上
で
は
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
で

よ
い
」
と
い
う
思
想
と
も
な
る
。

「
著
者
か
ら
読
者
へ
問
と
い
う
大
岩
」
（
前
掲
）
で
、
中
上
は
こ
の
よ

う
に
も
言
っ
て
い
る
。

い
や
、
問
う
よ
り
先
に
、
私
は
視
た
。
問
う
事
よ
り
、
識
る
事
よ
り
、

視
る
方
が
先
に
あ
る
。
（
中
略
）
視
た
後
に
、
問
は
始
ま
る
。

景
を
客
観
視
す
る
位
置
へ
移
動
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
産
ま
れ
出
る
で
あ

ろ
う
物
語
た
ち
の
不
可
逆
の
成
長
を
自
分
の
内
側
で
感
じ
て
い
た
。

川
村
二
郎
は
、
発
表
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
に
対
し
、

（
８
）

「
ふ
し
ぎ
に
さ
わ
や
か
な
後
味
を
残
す
」
と
評
し
て
い
る
。
「
生
」
は
常
に

過
渡
期
で
あ
り
、
通
過
点
は
無
限
に
存
在
す
る
。
そ
れ
を
知
り
、
自
身
に

と
っ
て
重
大
な
通
過
点
の
一
つ
を
越
え
よ
う
と
す
る
若
い
作
家
の
姿
勢
が
、

こ
の
読
み
手
に
は
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

個
人
的
憤
り
を
「
書
く
」
作
家
か
ら
、
他
者
の
苦
し
み
を
含
ん
だ
混
沌

た
る
世
界
を
「
産
む
」
作
家
へ
と
変
容
す
る
過
程
に
中
上
は
い
た
。
円
環

上
を
不
可
逆
的
に
移
動
し
続
け
る
「
生
」
の
、
終
わ
ら
な
い
過
渡
期
で
あ

る
移
動
の
過
程
こ
そ
が
人
間
が
生
を
受
け
た
意
味
で
あ
る
と
、
過
渡
期
を

自
覚
し
て
い
た
作
家
・
中
上
健
次
は
、
「
ヒ
ロ
ち
ゃ
ん
」
を
主
人
公
と
し

た
「
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
」
に
よ
っ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。

百丁注
昌一〆、－〆

（
４
）

（
３
）

『
芥
川
賞
全
集
」
第
一
○
巻
（
文
芸
春
秋
、
一
九
八
二
年
）
四
三
五
頁

中
上
健
次
「
熊
野
集
」
。
以
降
、
著
者
名
に
つ
い
て
特
記
の
な
い
引
用

作
品
は
す
べ
て
中
上
健
次
箸
。

た
だ
し
中
上
の
結
婚
は
、
妻
の
妊
娠
が
そ
の
決
定
打
と
な
っ
た
た
め
、

月
経
中
断
中
の
「
女
」
と
の
生
活
で
中
上
が
ま
ず
意
識
し
た
円
環
は
、

受
胎
か
ら
妊
娠
期
間
を
経
て
出
産
に
至
る
一
○
カ
月
間
の
、
女
の
身
体

の
視
覚
的
変
化
に
よ
る
円
環
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
浄
徳
寺
ツ
ア
ー
』
の
八
カ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
『
黄
金
比
の
朝
」
で

も
、
こ
の
作
品
同
様
、
主
人
公
に
と
っ
て
他
人
で
し
か
な
い
人
間
の
自

殺
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
語
る
人
間
の
「
兄
」
が
「
一
一
一
月
三

4２
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中上健次「浄徳寺ツアー」

倉
田
容
子
「
中
上
健
次
「
日
輪
の
翼
」
に
お
け
る
移
動
ｌ
非
「
仮
母
」
と
し

て
の
老
婆
た
ち
」
、
Ｓ
日
本
近
代
文
学
（
七
五
）
」
（
日
本
近
代
文
学
会
、
二
○

『
早
稲
田
文
学
』
合

参
考
文
献
（
論
文
）

○
六
年
五
月
）

中
上
健
次
「
中
上
健
次
全
集
』
（
集
英
社
、
一
九
九
打

「
別
冊
太
陽
中
上
健
次
』
（
平
凡
社
、
二
○
｜
二
年
）

『
早
稲
田
文
学
』
（
早
稲
田
文
学
会
、
二
○
○
○
年
一

高
澤
秀
次
『
評
伝
中
上
》

友
常
勉
『
脱
構
成
的
叛
乱

（
以
文
社
、
二
○
一
○
年
）

文
堂
出
版

木
村
－
信
「
不
安
に
生
き
る
文
学
誌
１
１
森
鴎
外
か
ら
中
上
健
次
ま
で
」
（
双

参
考
文
献
（
図
書
）

井
口
時
男
「
危
機
と
闘
争
大
江
健
三
郎
と
中
上
健
次
」
（
作
品
社
、
一
一
○
○

四
年
）

グーへ／￣～〆＝、グーへ

８７６５
、．＝、－〆、‐〆、－〆

同
右
四
四
○
頁

「
読
売
新
聞
文
芸
時
評
昭
和
五
○
年
四
月
号
」
「
文
学
の
生
理
」
（
小
沢

書
店
、
一
九
七
九
年
）

日
に
自
殺
」
し
た

作
品
に
共
通
す
る

前
掲
注
（
１
）
四

同
右
四
三
九
頁

○
○
八
年
）

中
上
健
次
」
（
集
英
社
、
一
九
九
八
年
）

叛
乱
吉
本
隆
明
、
中
上
健
次
、
ジ
ャ
・
ジ
ャ
ン
ク
ー
」

し
た
と
い
う
デ
ィ
テ
ー
ル
を
持
つ
と
い
う
点
で
は
、

す
る
「
中
上
自
身
の
経
験
談
」
の
域
を
出
な
い
。

）
四
三
一
頁

（
み
や
じ
ま
ゆ
か
・
通
信
教
育
部
四
年
）

一
九
九
五
～
一
九
九
六
年
）

－

月
、－〆

初
期
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