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佐
々
木
涼
子

は
じ
め
に

ブ
ル
ー
ス
ト
文
学
は
私
小
説
か
？

ｌ
内
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て

そ
れ
は
そ
の
と
お
り
な
の
だ
が
、
し
か
し
気
に
な
る
の
は
、
日
本

人
に
と
っ
て
、
ま
た
日
本
文
学
総
体
の
な
か
で
、
「
私
小
説
」
と
い
う

も
の
が
持
っ
て
い
る
妙
に
し
ぶ
と
い
存
在
感
で
あ
る
。
「
私
小
説
」
と

呼
ば
れ
る
作
品
群
、
あ
る
い
は
・
見
そ
う
で
は
な
い
作
品
の
な
か
の

「
私
小
説
的
側
面
」
に
は
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
私
た
ち
日
本
人
の
首

根
っ
こ
を
む
ん
ず
と
掴
ん
で
し
ま
う
、
隠
微
な
力
が
潜
ん
で
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
心
的
傾
向
を
持
つ
Ｈ
本
人
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
プ
ル

ー
ス
ト
の
な
か
の
「
私
小
説
的
側
面
」
に
も
、
ま
っ
た
く
反
応
せ
ず

に
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
は
と
り
わ
け
プ

ル
ー
ス
ト
文
学
を
好
む
国
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
も
し
か
す
る
と

私
た
ち
日
本
の
プ
ル
ー
ス
ト
読
者
は
、
案
外
に
こ
の
大
作
家
の
「
私

小
説
的
側
而
」
に
惹
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
「
プ
ル
ー
ス
ト
は
私
小
説
か
？
」
と
い
う
見

－９７－

小
論
の
表
題
と
し
て
掲
げ
た
問
い
が
、
そ
も
そ
も
妥
当
で
あ
る
か

ど
う
か
、
考
え
て
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

片
や
一
一
十
世
紀
最
大
の
小
説
と
う
た
わ
れ
る
世
界
的
な
大
ロ
マ
ン
。

そ
れ
に
対
し
て
私
小
説
と
は
、
あ
る
種
の
口
本
近
代
小
説
に
対
し
て

付
さ
れ
た
、
い
く
ぶ
ん
蔑
視
的
な
粕
辞
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
「
そ

れ
は
私
小
説
だ
」
と
言
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
場
合
「
視
野
の
狭
い
自

己
満
足
」
、
悪
く
す
る
と
「
作
品
以
前
」
と
い
う
意
味
だ
と
解
釈
し
て
、

ほ
ぼ
間
違
い
が
な
い
。
あ
る
天
才
を
自
称
す
る
写
真
家
が
そ
の
作
品

を
私
小
説
と
評
さ
れ
て
怒
り
心
頭
に
発
し
、
座
倣
の
な
か
で
狼
籍
に

及
ん
だ
と
い
う
話
も
あ
る
く
ら
い
だ
。



い
う
ま
で
も
な
く
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
は
「
私
」
と
名
の

る
話
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
一
人
称
小
説
で
あ
る
。
一
人
称
小
説
が

必
ず
し
も
私
小
説
と
は
限
ら
な
い
の
は
確
か
だ
し
、
ま
た
そ
の
逆
も

（
■
》

そ
う
な
の
だ
が
、
し
か
し
私
小
説
と
い
う
名
辞
が
「
私
Ⅱ
主
人
公
」

か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
事
実
で
あ
る
以
上
、
プ
ル

ー
ス
ト
も
ま
た
、
こ
の
要
件
に
よ
っ
て
私
小
説
作
家
と
い
う
仮
面
を

つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
長
編
小
説
は
ま
た
、
多
分
に
作
者
自
身
を
主
人
公

と
す
る
自
伝
小
説
で
あ
る
。
私
小
説
も
ま
た
、
そ
の
基
本
的
パ
タ
ー

ン
と
し
て
自
ら
を
語
る
自
伝
と
い
う
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う

を
侯
な
い
』

そ
う
し
た
客
観
的
特
徴
ば
か
り
で
は
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
は
、

そ
の
最
大
の
欠
点
を
も
、
私
小
説
と
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
私
小
説
が
い
わ
ゆ
る
「
本
格
小
説
」
と
の
比
較
に
お
い
て

プ
ル
ー
ス
ト
文
学
の
私
小
説
的
側
面

彼
ア
ン
ブ
ロ
は
決
し
て
バ
カ
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
こ

ぶ
る
健
全
な
判
断
の
持
ち
主
で
あ
る
。
現
代
の
編
集
者
で
も
、
大
方

蒙
っ
て
き
た
最
大
の
批
判
は
、
そ
の
題
材
の
卑
小
性
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
。
作
者
の
身
辺
雑
記
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
延
々
と
苫
き
つ
ら
ね

る
と
い
う
創
作
意
識
の
低
さ
は
、
し
か
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
に

も
そ
そ
ま
ま
当
て
は
ま
る
も
の
だ
。

《
長
い
こ
と
、
私
は
夜
は
早
く
床
に
つ
い
た
も
の
だ
っ
た
．
》
に
始

ま
る
冒
頭
の
数
頁
は
、
ま
さ
に
身
辺
の
些
末
な
事
柄
、
い
ま
だ
出
来

事
で
す
ら
な
い
も
の
を
書
い
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の

文
章
の
つ
づ
き
が
、
《
と
き
ど
き
、
ろ
う
そ
く
が
消
え
る
や
、
す
ぐ
さ

ま
私
の
眼
は
閉
じ
て
し
ま
っ
て
、
「
あ
、
眠
る
な
」
と
思
う
暇
さ
え
な

い
こ
と
が
あ
る
。
な
の
に
、
そ
の
三
十
分
後
に
、
も
う
寝
な
く
ち
や

と
思
っ
て
、
そ
れ
で
眼
が
醒
め
る
の
だ
っ
た
》
と
い
う
の
だ
。
そ
の

て
の
記
述
が
延
々
終
わ
ら
な
い
。
「
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
』
の
出
版
の
相

談
を
受
け
た
編
集
者
が
畔
易
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
私
は
ひ
ど
く
馬
鹿
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
で
も
、
眠
り
に
つ
く
前
に
ベ
ッ
ド
の
中
で
ど
ん
な
に
も
ん

も
ん
と
寝
返
り
を
う
つ
か
と
い
う
こ
と
を
描
く
の
に
三
卜
頁

も
費
や
す
お
人
の
気
が
知
れ
な
い
の
で
す
。

（
オ
ラ
ン
ド
ル
フ
社
編
集
長
ア
ン
ブ
ロ
の
手
紙
）

－９８－

当
は
ず
れ
に
見
え
る
問
い
も
、
た
と
え
ブ
ル
ー
ス
ト
文
学
の
根
幹
左

多
少
は
ず
れ
て
い
た
に
し
て
も
、
ま
っ
た
く
不
当
と
は
言
え
な
い
だ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
虚
心
に
検
討
し
て
い
み
る
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
の

長
編
小
説
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
は
、
思
い
の
外
に
、
日
本
の

私
小
説
と
相
通
じ
る
要
素
を
多
く
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



（
…
）
こ
う
し
た
夢
想
は
、
い
つ
の
Ｈ
か
作
家
に
な
り
た
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
自
分
が
何
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
の

か
知
る
べ
き
時
だ
、
と
私
に
注
意
を
う
な
が
し
た
。
し
か
し
限

り
な
く
哲
学
的
な
意
味
を
含
ま
せ
る
こ
と
の
で
き
る
主
題
を

見
つ
け
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
を
自
分
に
問
う
や
い
な
や
、
私
の

精
神
は
機
能
を
停
止
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
ｎ
分
の
注
意
力

の
前
に
、
私
は
も
は
や
空
虚
し
か
見
え
な
か
っ
た
。
自
分
に
は

才
能
が
な
い
、
あ
る
い
は
脳
の
疾
患
が
才
能
が
芽
生
え
る
の
を

阻
止
し
て
い
る
、
私
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
の
だ
っ
た
。

（
『
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
』
屑
弓
胃
も
・
ヨ
封
一

そ
の
よ
う
な
自
信
喪
失
の
長
い
年
月
の
果
て
に
、
つ
い
に
最
後
の

啓
示
が
訪
れ
る
。
も
は
や
中
年
に
達
し
た
失
意
の
男
が
、
よ
う
や
く

何
を
書
く
べ
き
か
悟
る
の
で
あ
る
。
無
駄
に
謎
や
し
た
人
生
を
意
味

あ
る
も
の
と
す
る
方
途
を
見
つ
け
、
次
い
で
そ
の
主
題
を
も
手
中
に

収
め
る
の
だ
。

そ
の
時
、
・
つ
の
新
し
い
光
明
が
私
の
う
ち
に
も
た
ら
さ
れ

た
。
失
わ
れ
た
時
間
を
見
出
す
唯
一
の
方
法
は
芸
術
作
品
だ
と
、

先
に
私
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
時
ほ
ど
目
覚
ま
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
は
理
解
し
た
の
だ
、
そ
れ
ら
文
学

作
品
の
す
べ
て
の
題
材
、
そ
れ
は
私
の
過
去
の
生
活
だ
っ
た
の

だ
と
。
そ
れ
ら
は
、
私
の
浮
つ
い
た
喜
び
の
中
に
、
私
の
怠
惰

の
中
に
、
私
の
情
愛
の
中
に
、
私
の
苦
悩
の
中
に
、
私
を
訪
れ

て
い
た
。
私
自
身
に
よ
っ
て
蓄
え
ら
れ
た
の
に
、
私
は
そ
の
使

い
道
も
、
ま
た
そ
れ
が
生
き
残
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
も
、
思
い

も
よ
ら
ず
に
い
た
の
だ
。

（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
屑
弓
弓
も
．
ミ
巴

（
…
）
真
の
人
生
、
つ
い
に
見
出
さ
れ
解
明
さ
れ
た
人
生
、

し
た
が
っ
て
唯
一
ほ
ん
と
う
に
生
き
ら
れ
た
人
生
、
そ
れ
が
文

学
だ
。
（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
再
弓
弓
も
．
ｓ
ｅ

－９９－

の
人
が
そ
う
言
う
だ
ろ
う
、
も
し
そ
れ
を
書
い
た
の
が
世
紀
の
大
作

家
だ
と
知
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
。
そ
し
て
、
い
ま
に
し
て
思
え
ば

感
動
的
な
こ
と
だ
が
、
ア
ン
ブ
ロ
は
こ
の
時
、
ま
さ
に
そ
の
重
大
な

一
事
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

作
家
に
な
ろ
う
に
も
、
書
く
べ
き
壮
大
な
テ
ー
マ
を
持
っ
て
い
な

い
と
い
う
思
い
は
、
『
失
わ
れ
た
時
』
を
終
始
貫
い
て
い
る
「
私
」
の

苦
渋
で
あ
る
。
す
で
に
少
年
時
代
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
に
伴
わ

れ
て
城
の
庭
園
を
散
歩
す
る
こ
と
を
夢
想
し
た
時
点
で
、
彼
は
文
学

作
品
の
美
し
い
主
題
と
い
う
夢
を
抱
き
、
そ
れ
を
持
た
な
い
こ
と
に

絶
望
す
る
。



そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
華
々
し
い
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
で
あ
る
。
こ
れ

で
文
学
作
品
が
許
け
る
の
だ
！
あ
と
は
書
き
さ
え
す
れ
ば
い
い
。

し
か
し
、
と
私
た
ち
は
問
い
直
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で

プ
ル
ー
ス
ト
は
私
小
説
作
家
で
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？
言
い

方
を
変
え
れ
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
の
私
小
説
的
側
面
は
消
滅
、
も

し
く
は
中
和
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？
大
い
な
る
自
己
貯
定
に
は
到

達
し
た
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
私
小
説
的
側
面
が
色
膿
く
な
っ
た
だ
け

の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
自
分
自
身
を
書
け
ば
よ
い
。
そ

の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
い
っ
た
い
何
が
実
現
す
る

の
だ
？
一
編
の
長
大
な
私
小
説
が
で
き
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
？

巻
末
間
近
に
な
っ
て
、
ま
だ
プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
う
言
う
、

（
…
）
私
が
大
原
則
を
探
し
て
い
る
場
で
、
人
は
私
が
些
末

な
こ
と
を
い
じ
く
り
ま
わ
し
て
い
る
と
言
っ
た
。

（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
屑
弓
弓
も
自
画
）

そ
こ
で
今
度
は
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
中
の
、
反
Ⅱ
私
小

説
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

冒
頭
は
た
し
か
に
私
小
説
的
な
風
貌
を
見
せ
る
と
し
て
も
、
『
失

小
説
に
比
肩
す
る
こ
と
に
、
こ
ん
な
に
も
居
心
地
の
悪
さ
を
覚
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず

は
「
私
小
説
」
と
い
う
単
語
を
、
あ
ま
り
悪
い
意
味
に
で
は
な
く
、

・
群
の
小
説
作
品
に
共
通
す
る
特
性
と
み
な
す
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
な
か
に
私
小
説
と
共
通
の
要
素
が
あ
る
こ

と
は
や
は
り
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
で
は
そ
れ

だ
け
で
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
を
私
小
説
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
？
言
う
ま
で
も
な
く
、
答
え
は
「
否
！
」
で
あ
る
。
た
と

え
百
歩
譲
っ
て
、
私
小
説
に
固
有
な
特
性
に
肯
定
的
な
市
民
権
を
与

え
る
と
し
て
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
か
ら
受
け
る
印
象
、
わ
け
て
も

そ
の
読
後
感
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
を
私
小
説
か
ら
大
き
く
隔
て
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
質
的
な
差
と
い
っ
て
も
い
い
し
、
内
容
的

な
違
い
に
も
拠
る
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
い
っ
た
い
両
者
を
隔
て
て
い
る
も
の
と
は
、
何
な
の
だ
ろ
う

か
？
噸
な
る
印
象
と
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
何
が
そ
の
差
異
の

決
め
手
な
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
。

私
小
説
を
構
成
す
る
も
の

－１００－

言
い
換
え
れ
ば
、
「
そ
れ
は
私
小
説
だ
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
私
小
説
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
際
、
い
つ
も
つ
き
ま

と
う
の
が
、
こ
の
単
語
が
持
つ
奇
妙
に
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
私
小
説
と
い
う
言
い
方
は
、
専
ら
作
舶
を
、
あ
る
い

は
創
作
態
度
を
、
艇
め
る
た
め
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
暗
黙

裡
の
慣
例
が
あ
る
よ
う
な
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
私



わ
れ
た
時
』
の
作
巾
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
中
心
人
物
「
私
」

の
私
生
活
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
の
観
察
眼
が
描
き
上
げ
る
パ
ノ
ラ

マ
は
、
私
小
説
の
ス
ケ
ー
ル
を
越
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
言
え

る
だ
ろ
う
。
第
二
帝
政
期
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
サ
ロ
ン
と
遊
蕩
の
仙
界
、

ベ
ル
Ⅱ
エ
ポ
ッ
ク
の
社
交
界
の
人
間
模
様
、
そ
れ
ら
は
読
者
に
と
っ

て
（
と
く
に
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
）
、
多
く
の
情
報
と
感
動
を
含
ん

だ
、
き
わ
め
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
も
の
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
社
会
全
体
に
占
め
る
位
置
づ
け
の
点
で
も
、
ま
た
拙
写

の
客
観
性
の
点
で
も
、
ま
っ
た
く
偏
向
の
な
い
信
懸
性
を
備
え
た
も

の
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
文

学
の
神
髄
は
、
こ
れ
ら
主
人
公
を
取
り
巻
く
社
会
の
客
観
的
描
写
に

あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
の
主
観
性
、
哨

の
の
見
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

作
家
に
と
っ
て
文
体
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
で
は
な
く
、

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

も
の
の
見
方
な
の
だ
。
（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
詞
弓
乏
・
壱
・
ｓ
今
）

に
寄
せ
る
深
い
関
心
を
窺
わ
せ
る
断
章
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
滝
井
孝
作
の
『
無
限
抱
擁
』
に
は
、
文
学
創
造
に
関
わ
る
思

索
の
み
な
ら
ず
、
占
原
と
い
う
今
や
ニ
ト
一
世
紀
の
私
た
ち
に
と
っ

て
は
物
語
世
界
で
し
か
な
く
な
っ
た
風
俗
の
、
き
わ
め
て
リ
ア
ル
な

情
景
な
ど
が
描
か
れ
て
い
て
、
な
か
な
か
に
示
唆
に
（
何
の
？
）
富

ん
で
い
る
。

ま
た
正
宗
向
胎
の
『
戦
災
者
の
悲
し
み
」
に
は
、
焼
け
出
さ
れ
た

文
土
の
と
り
と
め
の
な
い
感
想
を
記
す
た
か
だ
か
十
四
、
五
頁
の
間

に
、
単
に
地
名
と
簡
単
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
る
だ
け
に
し
て
も
、

独
逸
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
、
フ
ラ
ン
ス
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ヤ
、
ア
メ

リ
カ
、
欧
羅
巴
、
ス
イ
ス
が
登
場
す
る
。
主
人
公
「
私
」
の
開
か
れ

た
見
聞
と
視
野
に
は
侮
り
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
だ
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
作
雌
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
私
小
説
、
そ
れ
も
か
な
り
上
質

の
忘
れ
が
た
い
一
編
に
な
り
お
お
せ
て
い
る
。
凶
み
に
、
こ
の
短
編

に
議
場
す
る
文
学
者
も
し
く
は
作
舶
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
、
ウ
ェ
レ

ー
英
訳
『
源
氏
物
語
』
、
ホ
ー
マ
ー
、
ダ
ン
テ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
『
向
痴
』
『
罪
と
罰
』
『
李
太
向
詩
醇
』
．

美
食
に
い
た
っ
て
は
さ
ら
に
強
烈
で
あ
る
。
主
題
や
素
材
に
よ
っ
て

私
小
説
か
否
か
が
決
ま
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
と
い
う

一
例
で
あ
る
。

や
は
り
問
題
は
「
私
」
、
も
し
く
は
「
私
」
と
兄
な
さ
れ
る
人
格
の

性
質
、
そ
の
存
在
の
し
か
た
、
眼
の
行
く
先
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ

－１０１－

と
、
ブ
ル
ー
ス
ト
も
言
う
と
お
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
彼
に
と
っ

て
は
、
恋
愛
に
お
い
て
さ
え
《
素
材
は
無
関
係
》
（
『
見
出
さ
れ
た
時
』

丙
弓
弓
も
・
令
＄
）
な
の
で
あ
る
が
。

い
つ
ぽ
う
私
小
説
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
中
に
も
、
読
者
に
と
っ
て

物
珍
し
い
世
界
の
描
写
や
、
高
遡
な
芸
術
思
想
、
ま
た
は
社
会
現
象



と
断
じ
て
い
る
。
ま
る
で
、
Ⅱ
本
の
私
小
説
の
一
私
」
は
社
会
化

さ
れ
て
い
な
い
、
だ
か
ら
本
物
の
文
学
に
な
り
え
て
い
な
い
の
だ
と

で
も
言
い
げ
な
口
振
り
で
は
な
い
か
。
眼
を
広
く
社
会
に
向
け
な
さ

い
、
そ
う
す
れ
ば
、
そ
ん
な
日
常
の
些
細
な
で
き
ご
と
を
不
満
げ
に

語
る
気
に
は
な
ら
な
く
な
る
は
ず
だ
よ
と
、
テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー

に
お
説
教
す
る
の
と
大
差
が
な
い
。
じ
じ
つ
私
小
説
は
、
無
自
覚
で

未
完
成
な
小
説
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
扱
い
を
さ
れ
て
き
た
の
崎
）

た
し
か
に
、
そ
れ
は
そ
れ
で
妙
に
説
得
力
の
あ
る
言
葉
で
は
あ
る
。

狭
い
視
野
で
、
お
の
が
人
生
と
い
う
限
ら
れ
た
領
域
の
中
に
閉
じ
こ

も
っ
て
い
る
「
私
」
。
そ
れ
が
Ⅱ
本
の
私
小
説
な
の
だ
、
と
。
方
丈
の

精
神
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
し
か
し
確
か
に
発
展
性
は
な
い
。

彼
等
が
こ
の
仕
事
の
為
に
、
「
私
」
を
研
究
し
て
誤
ら
な
か

っ
た
の
は
、
彼
等
の
「
私
」
が
そ
の
時
充
分
に
社
会
化
し
た
「
私
」

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
小
林
秀
雄
「
私
小
説
論
』
）

ほ
ん
と
う
な
ら
「
社
会
」
と
は
何
か
、
こ
こ
で
改
め
て
考
え
て
み

る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
今
さ
ら
「
社
会
」
と
い
う
言

（
出
ハ
）

柴
の
定
義
を
し
て
み
て
も
始
ま
ら
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
、
「
社
会

化
」
の
意
味
合
い
を
「
外
へ
向
か
っ
て
開
く
こ
と
」
「
他
者
と
の
関
連

を
持
つ
こ
と
」
と
い
う
ふ
う
に
設
定
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
た
し
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
説
は
、
一
人
称

で
あ
る
と
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
の
視
野
を
外
に
開
き
、
主

人
公
を
他
者
人
と
の
関
係
性
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
で
物

語
宇
宙
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

特
に
、
小
説
の
末
尾
の
あ
り
よ
う
は
特
徴
的
で
あ
る
。
多
く
の
場

合
、
内
容
と
ほ
と
ん
ど
無
関
係
に
、
「
社
会
」
が
導
入
さ
れ
る
の
だ
。

ま
ず
は
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
『
ク
レ
ー
ヴ
大
公
夫
人
』

の
終
わ
り
の
部
分
。

そ
れ
が
つ
ま
り
は
私
小
説
な
の
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
こ
で
百
歩
譲
っ
て
、
社
会
化
と
は
何
か
、
考
え
て
み
よ

う
で
は
な
い
か
。
ど
う
す
れ
ば
、
小
説
作
紬
の
「
私
」
は
社
会
化
で

き
る
の
か
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
作
中
で
扱
う
事
柄
と
は
関

係
な
く
、
主
人
公
の
「
私
」
を
、
た
だ
「
私
」
だ
け
を
社
会
化
す
る

に
は
い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

国
私
」
を
社
会
化
す
る
に
は

－１０２－

ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
思
い
川
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
が
、
例
の

小
林
秀
雄
の
指
摘
で
あ
る
。
小
林
に
よ
れ
ば
、
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
も
『
オ

オ
ベ
ル
マ
ン
』
も
『
ア
ド
ル
フ
』
も
「
第
一
流
の
私
小
説
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
格
的
私
小
説
に
つ
い

て
、



隣
家
の
ひ
と
が
火
薬
の
閃
光
を
見
、
銃
声
を
耳
に
し
た
。

（
・
・
・
）

こ
の
家
の
人
た
ち
も
、
隣
近
所
も
、
町
中
も
こ
の
た
め
に
大

騒
ぎ
と
な
っ
た
。

（
。
。
。
）

（
…
）
枢
に
は
老
人
と
息
子
た
ち
と
が
つ
い
て
行
っ
た
。
ア

ル
ベ
ル
ト
は
行
か
な
か
っ
た
。
ロ
ッ
テ
の
い
の
ち
が
気
づ
か
わ

（
…
）
や
が
て
何
年
か
が
過
ぎ
、
歳
月
と
不
在
と
は
ヌ
ム
ー

ル
公
の
悲
し
み
を
や
わ
ら
げ
、
そ
の
恋
の
ほ
む
ら
を
消
し
尽
く

し
た
。
ク
レ
ー
ヴ
夫
人
は
、
ふ
た
た
び
も
と
の
生
活
に
も
ど
る

様
子
は
少
し
も
見
せ
ず
に
口
々
を
送
っ
た
。
（
…
）
こ
う
し
て

ク
レ
ー
ヴ
夫
人
の
一
生
は
、
か
な
り
短
く
は
あ
っ
た
が
、
た
ぐ

い
な
い
徳
の
模
範
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
（
二
宮
フ
サ
訳
）

悲
痛
な
恋
物
語
の
終
わ
り
に
し
て
は
、
少
々
そ
っ
け
な
い
感
じ
だ

が
、
し
っ
か
り
と
社
会
の
映
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
最
後
の
二
行
は
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
死
の
宗
教
的
性
格
を
解
説

す
る
も
の
だ
。

い
つ
ぽ
う
私
小
説
は
と
言
え
ば
、
先
に
も
触
れ
た
『
戦
災
者
の
悲

し
み
」
の
終
わ
り
方
は
…
、

妻
の
目
つ
き
は
、
行
く
先
を
見
詰
め
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た

が
、
ふ
と
、
眼
を
伏
せ
て
落
涙
し
た
。
そ
れ
は
別
れ
を
惜
し
む

感
傷
的
の
涙
か
と
、
私
が
誘
っ
て
い
る
と
、

「
私
は
あ
ほ
う
だ
」
と
、
妻
は
手
の
甲
で
涙
を
払
い
の
け
て
、

「
私
は
あ
ほ
う
な
こ
と
ば
か
り
し
て
い
る
。
ラ
オ
さ
ん
と
は
長

い
間
の
知
合
い
だ
し
、
親
切
な
人
で
、
こ
ち
ら
に
来
て
か
ら
も
、

バ
タ
だ
の
砂
糖
だ
の
と
、
時
々
貰
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
何

か
お
賎
別
し
た
い
と
思
っ
た
の
で
す
。
振
り
袖
な
ん
か
は
こ
こ

に
は
持
っ
て
い
な
い
し
、
何
が
い
い
か
と
捜
し
た
あ
げ
く
に
、

た
っ
た
・
枚
の
大
島
の
反
物
を
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
あ
な
た
が
偶
然
リ
ュ
ー
ク
サ
ッ
ク
に
入
れ
て
、
東
京
の

家
か
ら
持
っ
て
き
て
く
だ
、
す
っ
た
も
の
な
の
。
目
の
こ
ま
か
い

れ
た
か
ら
で
あ
る
。
職
人
た
ち
が
棺
を
担
い
だ
。
僧
侶
は
一
人

も
随
行
し
な
か
っ
た
。
（
高
橋
義
孝
訳
）

－１０３－

世
評
と
い
う
形
で
の
社
会
の
導
入
と
考
え
て
い
い
。

小
林
秀
雄
が
「
第
一
流
の
私
小
説
」
の
一
つ
と
す
る
ゲ
ー
テ
の
『
若

き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
全
編
が
ウ

ェ
ル
テ
ル
の
日
記
も
し
く
は
内
的
独
白
と
い
う
形
を
取
る
こ
の
物
語

は
「
１
厘
シ
禿
ロ
ッ
テ
、
さ
よ
う
癒
ら
・
」
と
い
う
悲
痛
な
叫

び
で
決
着
す
る
。
そ
れ
に
つ
づ
く
最
終
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
こ
う
だ
。



地
味
な
も
の
で
、
ラ
オ
さ
ん
は
大
変
喜
ん
で
、
そ
れ
を
あ
ち
ら

へ
持
っ
て
行
っ
て
洋
服
に
仕
立
て
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

の
人
の
好
み
は
地
味
な
人
だ
か
ら
、
振
袖
な
ん
か
よ
り
そ
の
方

が
い
い
に
極
ま
っ
て
る
ん
で
す
け
ど
、
私
も
こ
の
先
、
歳
を
取

る
ば
か
り
だ
か
ら
、
洋
服
ば
か
り
着
て
い
ら
れ
な
く
な
る
し
、

日
本
着
物
で
も
派
手
な
も
の
で
は
い
け
な
い
し
、
縞
目
の
こ
ま

か
い
老
人
向
き
の
物
は
、
あ
の
大
鳥
だ
け
し
か
な
か
っ
た
の
で

す
。
卜
年
も
前
に
偶
然
あ
の
反
物
は
買
っ
て
お
い
た
の
で
す
。

も
う
あ
あ
い
っ
た
も
の
は
買
お
う
た
っ
て
買
え
な
い
の
に
、
無

考
え
に
、
な
ぜ
あ
れ
を
お
峻
別
に
し
た
か
と
思
う
と
、
た
ま
ら

な
く
悲
し
く
な
り
ま
す
よ
。
家
さ
え
焼
け
な
か
っ
た
ら
、
大
島

の
一
反
く
ら
い
そ
う
ま
で
惜
し
ま
な
く
っ
て
も
い
い
ん
で
し

ょ
う
け
れ
ど
…
…
」
（
完
）

こ
れ
ま
で
の
話
の
流
れ
か
ら
視
線
を
反
ら
し
て
、
日
常
の
ご
く
些

末
な
事
柄
に
Ⅱ
を
止
め
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
デ
ィ
テ
イ
ル
に
ち
ょ

っ
と
こ
だ
わ
っ
て
み
た
り
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
多
く
の
場
合
、

単
な
る
景
物
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
の
間

る
一
一
と
で
、
じ
つ
は
妻
と
い
う
一
個
の
人
格
の
枠
組
み
を
崩
し
て
語

り
下
の
思
い
、
そ
し
て
読
者
の
心
情
と
い
う
一
点
に
回
帰
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
読
者
な
ら
、
こ
れ
で
ほ
ん
と
う
に
終
わ
っ
た
の

か
、
と
心
許
な
く
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
終
わ
り
方

は
悪
く
な
い
。

も
う
一
つ
。
三
浦
哲
郎
の
『
拳
銃
』
を
兄
よ
う
。
死
ん
だ
父
が
残

し
た
拳
銃
の
始
末
に
困
っ
て
、
母
親
が
「
私
」
に
そ
れ
を
託
す
、
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

翌
朝
、
私
は
隣
町
の
駅
か
ら
東
京
へ
帰
る
汽
巾
に
乗
っ
た
が
、

改
札
口
を
通
る
と
き
、
年
甲
斐
も
な
く
す
こ
し
昂
奮
し
て
い
る

自
分
に
気
が
つ
い
た
。
け
れ
ど
も
、
改
札
係
の
若
い
駅
員
は
、

ボ
ス
ト
ン
バ
ッ
グ
の
底
に
拳
銃
と
実
弾
五
十
発
を
不
法
所
持

し
て
い
る
男
が
通
る
と
も
知
ら
ず
に
、
帽
子
を
ち
ょ
っ
と
あ
み

だ
に
し
て
、
切
符
き
り
の
鉄
を
ジ
プ
シ
ー
踊
り
の
カ
ス
タ
ネ
ッ

ト
の
よ
う
に
鳴
ら
し
て
い
た
。
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た
わ
い
の
な
い
繰
り
言
の
羅
列
で
、
引
用
し
て
い
て
も
省
略
の
し

ょ
う
が
な
い
ほ
ど
だ
。
ま
っ
た
く
益
体
も
な
い
こ
と
ば
か
り
、
と
夫

で
あ
る
「
私
」
も
た
ぶ
ん
思
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、

そ
こ
に
断
ち
切
り
が
た
い
感
無
量
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
部
分
に
こ
そ
作
品
の
す
べ
て
の
重
み

が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
に
強
が
り
を
言
っ

て
い
た
「
私
」
も
、
こ
こ
へ
き
て
妻
と
一
体
化
す
る
。
妻
の
愚
痴
は

も
は
や
彼
女
だ
け
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
妻
の
内
面
に
収
散
す



に
緊
密
な
関
連
は
無
い
。
無
い
と
い
う
点
が
肝
心
な
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
「
私
」
の
世
界
は
よ
り
孤
絶
し
て
完
結
し
つ
つ
、
周
囲

と
の
緩
や
か
な
繋
が
り
を
取
り
戻
す
の
だ
。
『
拳
銃
」
の
「
改
札
係
の

若
い
男
」
が
果
た
し
て
い
る
役
割
は
、
『
ウ
ェ
ル
テ
ル
』
の
「
職
人
た

ち
」
「
僧
侶
」
と
は
ま
っ
た
く
違
う
。
こ
こ
で
照
明
を
当
て
ら
れ
て
い

る
の
は
、
「
私
」
を
取
り
巻
い
て
い
る
日
常
な
の
だ
。
そ
こ
へ
帰
着
し

た
と
い
う
感
覚
こ
そ
が
、
私
小
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
真
骨
頂
な
の

だ
と
言
っ
て
も
い
い
。

そ
し
て
私
の
思
考
も
ま
た
、
も
う
一
つ
別
の
揺
り
篭
だ
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
外
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
る
に

し
て
も
、
私
は
自
分
の
思
考
の
奥
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
と

プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
「
私
‐

そ
し
て
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵
夫
人
と
の
仮
想

会
話
の
段
階
で
は
、
作
品
の
主
題
の
欠
如
と
い
う
意
識
を
抱
く
よ
う

に
な
り
、
以
後
生
活
面
に
お
い
て
は
、
「
私
」
と
呼
ば
れ
る
主
人
公
は
、

バ
ル
ベ
ッ
ク
で
の
避
暑
地
の
交
際
、
パ
リ
で
の
ゲ
ル
マ
ン
ト
社
交
界

で
の
体
験
と
、
し
だ
い
に
社
会
経
験
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
各
段
階

を
指
し
て
、
小
林
の
言
う
「
社
会
化
」
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る

こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
話
者
Ⅱ
主
人
公
の
な
か
で

は
、
作
品
が
書
け
な
い
と
い
う
無
力
感
は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

だ
が
、
『
見
出
さ
れ
た
時
』
で
の
啓
示
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
私
」

と
他
者
と
の
あ
り
よ
う
に
、
根
本
的
な
変
化
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
よ
う
や
く
自
意
識
の
外
に
出
て
、
こ
れ
ま
で
と
ま
っ
た
く

違
う
ス
タ
ン
ス
で
読
者
と
い
う
第
一
の
、
そ
し
て
最
終
的
な
他
者
に

つ
い
て
語
り
始
め
る
。

（
…
）
私
た
ち
の
人
生
は
、
ま
た
他
の
人
た
ち
の
人
生
で
も

あ
る
の
だ
。
（
「
見
出
さ
れ
た
時
』
再
弓
冒
も
．
合
金

感
じ
て
い
た
。
私
が
外
界
の
も
の
を
見
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を

見
て
い
る
と
い
う
意
識
が
私
と
そ
の
も
の
と
の
あ
い
だ
に
止

ま
っ
て
い
て
、
そ
の
も
の
を
薄
い
精
神
の
縁
取
り
で
か
が
っ
て

し
ま
い
、
私
は
そ
の
物
質
に
直
か
に
触
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
の

だ
っ
た
。
（
『
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
』
丙
弓
胃
も
・
沼
）

－１０同一

で
は
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
冒

頭
、
「
動
物
の
奥
底
で
戦
い
て
い
る
や
も
し
れ
ぬ
存
在
の
感
情
を
、
最

も
原
初
的
な
単
純
さ
で
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
『
ス
ワ
ン
家
の

方
へ
』
”
弓
ざ
．
ｍ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
内
面
的
、
主
観
的

存
在
で
あ
っ
た
「
私
」
と
い
う
話
者
が
、
少
年
時
代
の
読
書
に
お
い

て
、
よ
う
や
く
人
物
と
し
て
の
輪
郭
を
持
ち
始
め
る
。
だ
が
、
そ
れ

は
い
ま
だ
過
剰
な
自
意
識
に
包
ま
れ
た
状
態
だ
。



（
…
）
私
の
本
を
読
む
で
あ
ろ
う
人
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て

私
の
読
者
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
不
旺
確
だ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
は
私
の
読
荷
な
の
で
は
な

く
て
彼
ら
自
身
の
読
者
な
の
で
あ
る
か
ら
。

（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
肩
弓
弓
も
・
臼
（
）
）

読
者
は
こ
の
本
を
自
分
の
木
と
し
て
読
め
、
と
ブ
ル
ー
ス
ト
は
言

う
。
と
い
う
こ
と
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
私
」
は
読
者
た
ち
ひ
と
り

ひ
と
り
の
「
私
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ー

（
…
）
た
だ
芸
術
に
よ
っ
て
の
み
私
た
ち
は
私
た
ち
の
外
に

出
て
、
他
の
人
が
こ
の
宇
宙
を
ど
う
見
て
い
る
か
、
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
”
弓
胃
．
一
〕
・
さ
ら

（
…
）
芸
術
の
お
か
げ
で
、
私
た
ち
は
私
た
ち
の
も
の
で
あ

る
た
っ
た
一
つ
の
世
界
を
見
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
ら
が
多
数
に

増
え
て
い
く
の
を
見
る
。

（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
丙
弓
弓
七
・
台
」
）

「
私
」
か
ら
「
私
た
ち
」
に
変
換
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て

お
い
て
、
次
の
》
雲
間
葉
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

ス
ト
の
作
品
は
何
と
多
数
の
「
私
」
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
を
《
つ
に
結
合
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
何
と
大
き
な
「
私
」

が
出
来
上
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
は
「
私
」
の
「
社
会
化
」
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
は
、
「
私
」
が
善
く
で
あ
ろ
う
（
じ
つ
は
私
た
ち
読
者
が
す

で
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
）
本
の
内
容
は
「
私
自
身
の
過
去
の
人
生
」

だ
と
言
う
こ
と
で
、
先
立
つ
巻
々
の
社
会
経
験
を
ひ
と
え
に
「
私
」

の
「
も
の
の
見
方
」
と
し
て
質
的
に
変
換
さ
せ
て
し
ま
う
ト
リ
ッ
ク

と
相
侯
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
私
」
を
き
わ
め
て
巨
大
な
宇
宙
に

作
り
替
え
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
全
巻
を
締
め
く
く

る
断
章
、
と
り
わ
け
て
最
後
の
一
行
が
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

（
…
）
も
し
作
品
を
完
成
す
る
に
足
る
ほ
ど
長
い
あ
い
だ
、

力
が
残
さ
れ
て
い
た
ら
、
必
ず
や
私
は
人
間
と
い
う
も
の
を
、

（
…
）
コ
ン
ブ
レ
ー
の
庭
の
鈴
の
音
、
そ
れ
は
か
く
も
遠
く
、

し
か
も
私
の
内
な
る
も
の
な
の
だ
が
、
そ
の
鈴
の
音
を
聞
い
た

Ⅱ
が
、
自
分
で
も
そ
れ
ほ
ど
と
は
知
ら
ず
に
い
た
こ
の
匝
大
な

大
き
さ
の
、
些
準
点
だ
っ
た
の
だ
。
私
は
自
分
の
足
元
を
見
て
、

と
は
い
え
そ
れ
も
自
分
の
中
な
の
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
ほ
ど
多
く

の
歳
月
に
、
ま
る
で
何
マ
イ
ル
も
の
高
さ
が
あ
る
よ
う
に
、
舷

量
を
覚
え
た
。
（
『
見
出
さ
れ
た
時
』
丙
弓
弓
も
．
ｓ
今
）

－１０６－



空
間
の
中
で
与
え
ら
れ
た
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
場
所
に
比
べ

て
、
（
そ
の
た
め
に
怪
物
的
な
存
在
に
似
せ
て
し
ま
わ
ざ
る
を

え
な
い
と
し
て
も
）
非
常
に
大
い
な
る
場
を
占
め
る
も
の
と
し

て
描
く
だ
ろ
う
、
ｌ
な
ぜ
な
ら
歳
月
の
な
か
に
身
を
横
た
え

る
巨
人
の
よ
う
に
、
あ
い
だ
に
多
く
の
日
々
が
介
在
す
る
互
い

に
隔
た
っ
た
時
代
に
、
同
時
に
触
れ
る
の
だ
か
ら
１
時
間
の

中
で
。
（
完
）
（
『
兄
出
さ
れ
た
時
』
丙
弓
弓
も
．
Ｓ
ｍ
）

伝
統
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
Ⅱ
本
の
小
説
に
も
そ
れ
を
見

る
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
私
小
説
が
一
方
で
古
く
過
去
の
随

筆
文
学
の
流
れ
を
汲
む
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
他
方
、
現
代
の
新
し
い

小
説
た
ち
も
、
ふ
し
ぎ
に
私
小
説
的
な
風
貌
を
示
す
こ
と
が
多
い
か

ら
だ
。
日
本
文
学
で
は
、
傑
作
は
い
つ
も
私
小
説
に
な
る
と
言
わ
れ

｛
じ
）

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
た
と
え
ば
村
上
緑
樹
の
『
ね
じ
ま
き
烏
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
内
部
に
歴
史
を
導
入
し
た
長
大
な
ロ

マ
ン
で
あ
る
と
同
時
に
、
複
数
の
人
物
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
大
き
な

人
格
を
形
成
し
つ
つ
、
「
僕
」
の
意
識
を
も
多
重
化
し
、
日
本
で
創
造

さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
も
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
に
近
い
位
慨
を
占
め

る
作
品
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
結
末
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に

当
た
る
十
行
は
こ
う
だ
．

電
車
が
動
き
出
し
た
あ
と
も
、
ｋ
弦
の
月
は
い
つ
ま
で
も
僕

の
頭
上
に
あ
っ
た
。
電
車
が
カ
ー
ヴ
を
曲
が
る
ご
と
に
、
月
は

消
え
た
り
現
れ
た
り
し
た
。
僕
は
そ
の
月
を
眺
め
、
月
が
見
え

な
く
な
る
と
、
窓
の
外
を
過
ぎ
て
い
く
い
く
つ
か
の
小
さ
な
町

の
明
か
り
を
眺
め
た
。
一
人
で
バ
ス
に
乗
っ
て
山
の
中
の
工
場

へ
戻
っ
て
い
く
、
背
い
毛
糸
の
帆
子
を
か
ぶ
っ
た
笠
原
メ
イ
の

姿
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
し
て
ど
こ
か
の
草
陰
で
眠
っ
て
い
る
ア

そ
れ
ぞ
れ
の
．
．
．
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「
私
」
と
い
う
一
人
称
が
想
定
す
る
も
の
は
、
本
来
、
主
観
的
な

意
識
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
客
観
的
な
場
所
を
持
た
ず
、
時
間
も
内
包

し
な
い
。
そ
の
「
私
」
に
場
と
時
間
性
を
与
え
、
か
つ
相
対
性
（
Ⅱ

他
と
の
関
連
）
を
付
与
す
る
こ
と
。
そ
れ
が
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
が
実

現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
説
の
伝
統
的
な
技
法
に
則
っ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
小
説
は
末
尾
を
客
観
的
な
社
会
の
揃
写
で
締
め
く
く
る
傾
向
が
あ

る
。
ギ
リ
シ
ヤ
悲
劇
以
来
の
伝
統
的
技
法
と
考
え
て
ま
ち
が
い
は
あ

る
ま
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
全
体
の
語
り
の
流
れ
も
、
意
識
下

で
そ
の
運
動
性
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の

こ
と
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
私
」
を
質
的
に
変
換
し
、
画
期
的
な
結

末
へ
と
導
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



ヒ
ル
の
ヒ
ト
た
ち
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
た
。
そ
れ
か
ら
僕
は
、

こ
れ
か
ら
自
分
が
戻
っ
て
い
く
世
界
の
こ
と
を
拷
え
た
。

「
さ
よ
な
ら
、
笠
原
メ
イ
」
と
僕
は
言
っ
た
．
さ
よ
な
ら
、

笠
原
メ
イ
、
僕
は
君
が
何
か
に
し
っ
か
り
と
守
ら
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
い
る
。

僕
は
目
を
閉
じ
て
眠
ろ
う
と
し
た
。
で
も
本
当
に
眠
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
ず
っ
と
あ
と
に
な
っ
て
か
ら
だ
っ
た
。
ど
こ
か

ら
も
誰
か
ら
も
遠
い
場
所
で
、
僕
は
静
か
に
束
の
間
眠
り
に
落

ち
た
。
（
完
）

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
ら
、
つ
い
最
近
お
も
し
ろ
い
文
章
が

日
に
留
ま
っ
た
。
二
○
○
二
年
日
韓
国
民
交
流
年
記
念
事
業
と
し
て

新
国
立
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
『
そ
の
河
を
こ
え
て
、
五
月
』
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
、
四
方
川
犬
彦
が
寄
稿
し
た
『
ウ
リ
の
こ
と
」
で
あ
る
。

冒
頭
、
金
大
巾
位
致
小
件
に
触
れ
た
後
、

ろ
う
か
。

最
近
に
な
っ
て
、
こ
の
事
件
を
題
材
に
し
た
フ
ィ
ル
ム
を
観

る
機
会
が
あ
っ
た
。
海
の
う
え
で
も
う
少
し
で
殺
さ
れ
そ
う
に

な
っ
た
金
大
巾
は
、
い
く
つ
か
の
政
治
的
偶
然
が
重
な
っ
て
一

命
を
と
り
と
め
る
。
彼
は
Ｈ
隠
し
を
さ
れ
た
ま
ま
Ｋ
Ｃ
Ｉ
Ａ
の

手
で
ソ
ウ
ル
の
自
宅
の
前
ま
で
運
ば
れ
、
そ
こ
で
ボ
ン
と
釈
放

さ
れ
る
。
深
夜
で
あ
る
。
車
が
去
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
彼
は

そ
っ
と
目
隠
し
を
と
り
、
こ
れ
で
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
と
い
う

表
情
を
し
て
、
家
の
前
の
壁
に
立
ち
小
便
を
す
る
。
見
る
か
ら

に
安
堵
と
い
う
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
み
ご
と
な
シ
ー
ン

だ
。
だ
が
こ
れ
を
ソ
ウ
ル
で
観
た
あ
る
韓
国
人
は
、
ま
っ
た
く

違
う
感
想
を
語
っ
た
。

彼
は
、
こ
れ
は
日
本
映
両
と
し
て
観
た
ぱ
あ
い
に
は
、
よ
く

で
き
た
フ
ィ
ル
ム
だ
と
い
う
。
（
…
）
だ
が
、
韓
旧
人
が
も
し

監
督
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
結
末
に
は
な
ら
な
い
と
い

－１０８－

プ
ル
ー
ス
ト
の
長
編
が
眠
り
の
描
写
で
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
こ

ち
ら
村
上
の
作
品
が
眠
り
で
締
め
く
く
ら
れ
る
の
が
対
照
的
だ
な
ど

と
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
つ
も
り
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
た
だ
、
私
小

説
の
創
造
の
基
盤
と
し
て
の
「
心
境
」
に
何
か
通
じ
る
も
の
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。

村
ｔ
の
結
末
も
ま
た
、
す
べ
て
ど
う
で
も
い
い
こ
と
と
言
え
ば
、

ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
へ
き
て
、
読
者
は
安
堵

す
る
。
終
止
符
に
同
意
で
き
る
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
舷
量
を

覚
え
さ
せ
、
気
分
を
昂
揚
さ
せ
る
が
、
私
小
説
は
安
堵
さ
せ
る
。
そ

れ
が
つ
ま
り
日
本
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ち
ら
が
い
い
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
。

癖
と
言
っ
て
も
い
い
．
そ
の
癖
の
一
つ
が
私
小
説
な
の
で
は
な
い
だ



う
。
金
大
中
は
自
宅
に
入
り
、
そ
の
生
死
を
不
安
げ
に
気
遣
っ

て
い
た
妻
や
子
供
と
抱
き
合
っ
て
、
彼
ら
を
安
心
さ
せ
る
は
ず

だ
。
そ
こ
ま
で
描
き
き
っ
て
、
は
じ
め
て
韓
国
人
の
映
両
観
客

は
、
す
べ
て
が
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
っ
た
と
納
得
す
る
だ

ろ
う
と
。

註
（
｜
）
本
稿
催
、
私
小
説
に
関
す
る
小
論
『
私
小
説
に
つ
い
て
ｌ
日
本
と
フ

ラ
ン
ス
の
小
説
理
念
の
比
較
か
ら
１
１
序
章
問
題
の
提
起
』
（
東
京
女
子

大
学
比
較
文
化
研
究
所
紀
要
第
四
卜
三
巻
、
一
九
八
一
）
、
『
私
小
説
に
つ

い
て
’
第
一
章
一
人
称
小
説
の
問
題
ｌ
』
（
東
京
女
子
大
学
紀
要

「
論
集
」
第
三
十
八
巻
第
二
号
、
・
九
八
八
）
、
『
私
小
説
に
お
け
る
自
伝

的
性
格
』
（
東
京
女
ｆ
大
学
紀
要
「
諭
集
」
第
四
ト
ー
巻
第
・
勝
、
一
九
九

○
）
の
後
を
承
け
て
、
そ
の
第
三
章
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
．

（
「
）
前
述
『
私
小
説
に
つ
い
て
’
第
一
章
一
人
称
小
説
の
開
題
ｌ
』

参
照

（
三
）
前
述
『
私
小
説
に
お
け
る
自
伝
的
性
格
』
参
照

（
四
）
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
淫
奇
寿
ら
言
ミ
』
、
昌
爵
喜
吻
、
Ｑ
・
昌
圏
．

］
８
コ
‐
ぽ
く
の
醗
弓
昌
鼠
考
○
一
切
・
雪
ｇ
ｏ
一
コ
ｇ
匡
巾
号
一
舞
勺
一
竪
且
①
、
己
田
‐
一
℃
＄
．
以
Ｆ
、

引
用
の
末
尾
に
（
）
内
に
示
さ
れ
る
の
は
各
巻
の
祁
訳
表
題
、
Ｉ
～
Ⅳ

と
あ
る
の
は
、
上
記
ブ
レ
ィ
ア
ド
版
の
巻
数
、
つ
づ
く
算
用
数
字
は
そ
の

頁
で
あ
る
。
な
お
訳
者
鳥
の
記
さ
れ
て
い
な
い
引
用
は
佐
々
木
訳
、

（
五
）
前
述
『
私
小
説
に
つ
い
て
ｌ
川
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
理
念
の
比
鮫

か
ら
ｌ
序
章
間
題
の
提
起
』
参
照
．

（
六
）
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
「
①
相
よ
っ
て
生
活
す
る
一
群
の
人
民
。
②
同
流

の
仲
間
。
③
枇
の
中
、
世
間
。
」

（
し
）
前
述
『
私
小
説
に
つ
い
て
ｌ
川
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
理
念
の
比
較

か
ら
ｌ
序
章
問
題
の
提
起
』
参
照
．

－１０９－

創
作
と
鑑
賞
に
閲
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
は
問
有
の
傾
向
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
特
性
を
小
説
の
作
品
構
造
の
上
に

見
た
と
き
、
意
識
を
開
放
か
ら
閉
鎖
へ
、
あ
る
い
は
閉
鎖
か
ら
開
放

へ
と
導
く
波
形
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
リ
ズ
ム
と
型
が
あ
る
。
そ
し

て
Ｈ
本
独
特
の
波
形
が
私
小
説
を
私
小
説
た
ら
し
め
る
の
に
与
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
内
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
プ
ル

ー
ス
ト
文
学
は
、
幾
多
の
類
似
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
小
説
と
ま

っ
た
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
の
余
地
は
な
い
。
に
も

か
か
わ
ら
す
、
そ
の
類
似
点
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
文
学
が
ｕ
木

に
お
け
る
い
わ
ば
特
権
的
な
位
侭
を
得
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。




