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は
じ
め
に

　

福
永
武
彦
の
「
飛
ぶ
男
」
は
一
九
五
九
年
九
月
に
『
群
像
』
に
発
表
さ

れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る

「
彼
」
が
最
上
階
八
階
に
あ
る
自
分
の
病
室
を
抜
け
出
し
て
エ
レ
ヴ
ェ
ー

タ
ー
に
乗
り
込
む
場
面
か
ら
作
品
世
界
は
始
ま
る
。
エ
レ
ヴ
ェ
ー
タ
ー
の

落
下
運
動
に
よ
る
衝
撃
で
「
彼
」
の
意
識
が
魂
と
肉
体
と
に
二
分
さ
れ
、

肉
体
と
し
て
の
意
識
を
持
つ
「
彼
」
は
、魂
と
し
て
の
意
識
を
持
つ
「
彼
」

を
病
院
の
八
階
に
置
い
た
ま
ま
、
病
院
を
脱
し
て
夕
暮
れ
の
街
を
歩
き
出

す
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
肉
体
の
「
彼
」
は
街
を
抜
け
、
大
河
に
架
か
る

橋
の
真
ん
中
ま
で
辿
り
着
く
。一
方
、下
半
身
不
随
の
た
め
に
病
室
の
ベ
ッ

ド
の
上
で
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
魂
の
「
彼
」
の
意
識
は
過

去
、
現
在
、
未
来
を
行
き
来
し
、
窓
の
外
を
眺
め
な
が
ら
人
間
が
空
を
飛

べ
な
い
こ
と
の
理
由
を
考
え
て
過
ご
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
何
度
も
追
憶

や
妄
想
に
耽
っ
て
い
る
と
、
あ
る
時
突
然
大
き
な
揺
れ
が
起
こ
り
、
病
室

の
天
井
に
亀
裂
が
入
り
、
壁
が
砕
け
る
。
地
球
が
引
力
を
失
い
崩
壊
す
る

「
終
リ
ノ
日
」
が
や
っ
て
き
た
。
引
力
か
ら
解
き
放
た
れ
た
万
物
は
宇
宙

へ
と
放
り
出
さ
れ
、
宇
宙
空
間
を
浮
遊
す
る
中
で
「
彼
」
は
「
飛
ぶ
」
こ

と
を
実
現
さ
せ
る
。
が
、
同
時
に
そ
の
代
償
と
し
て
死
が
も
た
ら
さ
れ
る

こ
と
を
悟
り
、死
骸
と
し
て
宇
宙
を
漂
泊
す
る
。
物
語
終
盤
、肉
体
の「
彼
」

が
橋
の
上
か
ら
、
夕
暮
れ
の
中
に
一
際
高
く
聳
え
立
つ
病
院
を
遠
く
に
見

定
め
る
。そ
し
て
、病
室
の
窓
か
ら
身
を
乗
り
出
し
て
自
分
の
方
に
向
か
っ

て
来
る
魂
の
「
彼
」
を
会
心
の
笑
み
を
も
っ
て
眺
め
る
。

「
彼
」
と
い
う
主
人
公
は
意
識
が
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
分
裂
し
た
意

識
そ
れ
ぞ
れ
が
意
志
を
も
っ
て
行
動
す
る
。
そ
の
た
め
、
肉
体
と
し
て
の

意
識
を
持
つ
「
彼
」
の
節
、
魂
と
し
て
の
意
識
を
も
つ
「
彼
」
の
節
、
そ

福
永
武
彦
「
飛
ぶ
男
」
論

―
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
を
視
座
と
し
て
―

中
　
島
　
　
　
葵

　



170

し
て
魂
の
「
彼
」
の
節
に
付
随
す
る
形
で
、
漢
字
カ
タ
カ
ナ
書
き
で
表
さ

れ
る
想
念
の
節
が
あ
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
節
が
交
互
に
配
置
さ
れ
て
話
が

進
行
し
て
い
く
。

本
作
は
こ
れ
ま
で
に
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

清
水
徹
は
、「
マ
ラ
ル
メ
の
詩
「
窓
」
か
ら
発
想
さ
れ
て
書
か
れ
た
と
推

定
で
き
る（

1
（

」
と
は
じ
め
に
指
摘
し
た
。
ま
た
、菅
野
昭
正（

2
（

は
、本
作
と
「
窓
」

と
の
関
連
性
は
「
誰
が
読
ん
で
も
す
ぐ
思
い
出
す
」
も
の
だ
と
前
置
い
た

上
で
、「
現
実
の
い
や
な
世
界
」
か
ら
の
遁
走
を
切
望
す
る
詩
人
が
「
窓

に
映
っ
た
自
分
の
姿
」
を
「
天
使
の
飛
ん
で
る
姿
と
し
て
」
見
る
よ
う
に

な
る
「
意
識
の
中
の
分
裂
」
現
象
が
、
本
作
に
お
い
て
も
表
現
さ
れ
て
い

る
と
す
る
。
さ
ら
に
曾
根
博
義
は
、「
芸
術
と
い
う
「
玻
璃
」
を
打
ち
破
っ

て
「
羽
も
な
い
わ
が
雙
の
翼
に
逃
れ
行
く
術
」
を
求
め
あ
ぐ
ね
い
て
い
る

マ
ラ
ル
メ
の
病
者
に
対
し
て
、「
飛
ぶ
男
」
が
一
つ
の
巧
み
な
「
術
」
を

案
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
マ
ラ
ル
メ
の
先
に
進
み
出
て
い
る
こ
と
も
、

ま
た
確
か
な
事
実
な
の
で
あ
る（

3
（

」
と
述
べ
る
。

確
か
に
、
菅
野
も
言
う
通
り
、
本
作
か
ら
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
を
想
起
す

る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
ま
た
、
福
永
自
身
は
こ
の
詩
を
翻
訳
し
て
雑

誌
に
発
表
し
て
い
る（

4
（

。
そ
し
て
「
飛
ぶ
男
」
発
表
の
二
ヶ
月
前
に
も
若
干

の
改
訳
を
し
て
、
自
身
が
編
集
を
務
め
た
『
世
界
名
詩
集
大
成
三　

フ
ラ

ン
ス
篇
Ⅱ
』（
平
凡
社
、
一
九
五
九
年
）
に
収
録
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
飛
ぶ
男
」
執
筆
時
期
周
辺
で
、「
窓
」
の
翻
訳
や
改
訳
を
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
点
を
鑑
み
て
も
「
飛
ぶ
男
」
と
「
窓
」
と
の
関
連
性
を
看
過

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
、
所
々
に
類
似
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
作
に
は
、
マ
ラ
ル

メ
「
窓
」
の
主
人
公
が
望
む
〈
死
〉
を
明
ら
か
に
否
定
す
る
記
述
が
み
ら

れ
る
。反
対
に
、従
来
の
解
説
や
小
論
に
お
い
て
本
作
は
、結
末
の
描
写
が
、

分
裂
し
た
二
つ
の
意
識
の
〈
合
一
〉
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

〈
合
一
〉
は
〈
死
〉
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。〈
死
〉
を
否
定
す

る
意
志
が
現
れ
て
い
る
の
に
反
し
、〈
死
〉
で
幕
を
閉
じ
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
解
釈
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
だ
が
、
先
行
論
で
は
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」

の
影
響
が
詳
細
に
述
べ
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
示
し
た
マ
ラ

ル
メ
の
「
窓
」
と
の
相
違
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
〈
死
〉
と

さ
れ
て
き
た
結
末
部
の
解
釈
と
は
別
の
、
新
た
な
解
釈
を
読
み
取
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
飛
ぶ
男
」
を
と
り
あ
げ
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
を
視

座
に
本
文
の
分
析
を
試
み
る
。
一
章
と
二
章
で
は
、
魂
と
肉
体
、
そ
れ
ぞ

れ
の
意
識
を
持
つ
「
彼
」
ら
の
性
質
を
考
察
す
る
。
三
章
で
は
、「
飛
ぶ
男
」

と
「
窓
」
の
相
違
性
か
ら
物
語
結
末
部
の
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。

な
お
、本
稿
に
用
い
る
「
飛
ぶ
男
」
の
テ
ク
ス
ト
は
『
福
永
武
彦
全
集
』

第
六
巻
（
新
潮
社
、
一
九
七
八
年
）
に
拠
り
、
比
較
に
用
い
る
マ
ラ
ル
メ
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の
「
窓
」
は
、
福
永
武
彦
訳
を
参
考
と
す
る
。
ま
た
、
窓
と
い
う
語
を
記

述
す
る
際
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
作
品
名
と
し
て
用
い
る
場
合
と
、
モ
チ
ー
フ

と
し
て
用
い
る
場
合
と
を
区
別
化
す
る
た
め
、
前
者
は
鉤
括
弧
（「
窓
」）、

後
者
は
山
括
弧
（〈
窓
〉）
を
つ
け
て
表
記
す
る
。

一
、
魂
の
「
彼
」

　

魂
の
意
識
を
持
つ
「
彼
」
は
、
下
半
身
不
随
の
た
め
に
身
体
的
に
拘
束

さ
れ
た
病
院
生
活
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。「
彼
」
の
生
活
は
常
に
寝
た
き

り
な
の
で
あ
る
。「
彼
」
に
は
、「
自
分
の
極
め
た
こ
と
を
忠
実
に
守
る
以

外
に
、愉
し
み
と
し
て
の
何
等
の
自
由
を
も
許
さ
れ
て
い
な
」い
。こ
の「
自

分
の
極
め
た
こ
と
」
と
は
、
身
体
の
右
側
を
下
に
し
て
寝
る
の
を
「
過
去

の
時
間
」、
仰
向
け
に
寝
る
の
を
「
現
在
の
時
間
」、
左
側
を
下
に
し
て
寝

る
の
を「
未
来
の
時
間
」と
す
る
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、寝
る
体
勢
に
よ
っ
て
、

意
識
を
向
け
る
先
を
変
化
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。な
ぜ
な
ら
、〈
魂
〉

の
「
彼
」
の
節
に
付
随
す
る
形
で
挿
入
さ
れ
る
、
漢
字
カ
タ
カ
ナ
表
記
の

想
念
の
節
の
内
容
が
、
直
前
の
節
で
〈
魂
〉
の
「
彼
」
が
寝
て
い
た
向
き

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
時
間
の
方
向
に
、概
ね
対
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
右
側
を
下
に
し
て
寝
て
い
る
時
は
、
想
念
の
節
は
追
憶
や
回

想
が
、
左
側
を
下
に
し
て
寝
て
い
る
時
は
、
人
類
の
将
来
を
空
想
が
、
い

ず
れ
も
飛
ぶ
こ
と
と
関
連
す
る
内
容
で
描
か
れ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
て
寝

る
向
き
を
変
え
て
追
憶
や
空
想
に
耽
る
こ
と
は
、
単
調
な
日
常
に
興
を
添

え
る
た
め
に
見
出
し
た
方
法
だ
と
捉
え
ら
れ
る
が
、
翻
っ
て
考
え
て
み
れ

ば
、「
自
分
の
極
め
た
こ
と
を
忠
実
に
守
る
」
と
い
う
の
は
、
自
分
で
決

め
た
時
間
の
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

ま
た
、
寝
る
向
き
に
よ
っ
て
は
当
然
、
視
界
が
変
わ
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。「
彼
」
の
い
る
場
所
は
、
身
体
の
右
側
を
下
に
す
れ
ば
廊

下
側
、
左
側
を
下
に
す
れ
ば
外
の
風
景
が
見
え
る
窓
側
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
。

　
　

 　

い
ま
彼
は
仰
向
け
に
寝
て
い
た
。仰
向
け
に
寝
る
の
は
、彼
に
と
っ

て
の
現
在
の
時
間
だ
。
し
か
し
彼
は
殆
ど
い
つ
で
も
仰
向
け
に
寝
て

い
た
し
、
そ
れ
が
結
局
は
一
番
自
然
な
姿
勢
だ
っ
た
。
そ
れ
に
人
間

の
意
識
は
、
日
常
の
生
活
の
中
で
、
現
在
の
時
間
を
流
れ
て
い
る
の

が
一
番
自
然
で
当
り
前
の
こ
と
な
の
だ
。

　
　

 　

右
側
の
空
気
抜
け
の
小
窓
か
ら
仄
か
な
明
り
が
差
し
て
い
た
。
そ

れ
は
過
去
か
ら
差
し
て
い
た
。
そ
し
て
左
側
の
窓
に
は
カ
ー
テ
ン
が

下
り
、
未
来
は
ま
っ
た
く
暗
黒
で
、
し
っ
か
り
と
鎖
さ
れ
て
い
た
。

彼
は
決
し
て
よ
く
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
身
体
は
も
う
半
ば
死

ん
で
い
る
の
だ
。（
一
八
〇
頁
）
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「
彼
」が
深
夜
に
目
を
覚
ま
す
場
面
で
あ
る
。「
右
側
の
空
気
抜
け
の
小
窓
」

が
あ
る
廊
下
側
が
「
過
去
」、「
カ
ー
テ
ン
が
下
」
が
っ
た
窓
の
向
こ
う
側

が
「
未
来
」
と
い
う
ふ
う
に
、
空
間
が
時
間
に
置
換
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
と
な
れ
ば
必
然
、
魂
の
「
彼
」
が
い
る
病
室
自
体
は
、「
現
在
」

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
魂
の
「
彼
」
は
こ
こ
で
、
カ
ー
テ
ン
の
閉
じ
た

窓
に
、「
ま
っ
た
く
暗
黒
で
、
し
っ
か
り
と
鎖
さ
れ
」
た
自
分
の
「
未
来
」

を
読
み
取
っ
て
い
る
。
光
の
差
す
「
過
去
」
と
は
対
称
的
で
、「
彼
」
が

不
安
と
絶
望
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
示
す
描
写
だ
と
言
え
る
。
こ
の
後
、

朝
を
迎
え
て
回
診
が
行
わ
れ
て
も
、「
そ
の
診
断
に
よ
っ
て
何
の
新
し
い

発
見
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
何
の
新
し
い
未
来
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で

も
な
い
」。
そ
の
事
実
の
中
に
、「
彼
」
の
時
間
は
こ
れ
か
ら
先
も
「
現
在
」

に
留
ま
り
続
け
る
、
す
な
わ
ち
、
病
室
の
ベ
ッ
ド
の
上
か
ら
一
歩
も
動
け

な
い
状
態
が
続
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
魂
の
「
彼
」
の
性
質
を
分
析
す
る
と
、「
彼
」
は
時

間
と
い
う
概
念
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
存
在
、
窓
の
向
こ
う
に
あ
る
自
由
な

「
未
来
」
を
志
向
し
な
が
ら
も
「
現
在
」
か
ら
動
け
ず
に
い
る
存
在
で
あ

る
と
言
え
る
。
そ
の
所
為
で
「
彼
」
の
意
識
は
、寝
る
体
勢
を
変
え
て
「
過

去
」
や
「
未
来
」
を
行
き
来
し
て
も
、
結
局
「
尚
も
現
在
を
揺
曳
し
た
」

り
「
ま
た
初
め
の
、
仰
向
け
の
姿
勢
に
戻
っ
た
」
り
す
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
エ
レ
ヴ
ェ
ー
タ
ー
の
下
降
に
よ
っ
て
分
離
し
た
「
彼
」
の
意
識
の
う

ち
、
魂
の
「
彼
」
だ
け
が
病
院
の
八
階
に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
そ
も
そ
も
の
理
由
も
理
解
で
き
る
。
そ
の
場
面
は
、「
彼
は
尚
も
八
階

の
高
さ
に
い
る
。
鎖
さ
れ
た
金
属
の
箱
の
中
で
、
た
だ
一
人
、
閉
じ
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箱
は
動
か
な
い
、
こ
の
箱
は
落
ち
な
い
。
そ
れ
は
い

つ
ま
で
も
、
そ
れ
こ
そ
永
遠
に
ま
で
続
く
現
在
だ
」
と
表
現
さ
れ
る
。
魂

は
「
現
在
」
と
い
う
時
間
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
、
肉
体
と
と
も
に
落

下
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
時
間
は
常
に
、
病
気
を

患
っ
て
い
る
「
彼
」
を
苦
し
め
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
魂

の
「
彼
」
は
時
刻
を
気
に
す
る
。「
夜
勤
の
看
護
婦
が
様
子
を
見
に
来
る
」

時
間
、
消
灯
の
時
間
、
検
温
の
時
間
、
回
診
の
時
間
等
々
、
時
間
を
気
に

す
る
の
は
、
一
向
に
変
化
の
見
ら
れ
な
い
病
院
生
活
が
「
永
遠
に
ま
で
続

く
現
在
」
の
よ
う
に
長
く
感
じ
ら
れ
こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
証
拠
だ

ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
魂
の
「
彼
」
の
性
質
は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
の
主
人

公
と
類
似
す
る
。
ま
ず
、〈
窓
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
注
目
し
た
い
。

魂
の
「
彼
」
が
い
る
「
現
在
」
と
「
未
来
」
の
間
に
窓
を
置
い
た
表
現

は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
の
影
響
を
大
い
に
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇

所
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
に
お
け
る
〈
窓
〉
を
福
永
は
、「
蒼
空
（
即

ち
理
想
）と
下
界（
即
ち
現
実
）と
の
間（

5
（

」に
控
え
る
も
の
だ
と
説
明
す
る
。
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ま
た
、
福
永
の
東
大
仏
文
科
時
代
に
マ
ラ
ル
メ
の
演
習
を
行
っ
て
い
た
鈴

木
信
太
郎
は
、「
人
間
の
現
実
世
界
と
理
想
世
界
と
を
視
覚
に
よ
っ
て
相

通
じ
さ
せ
る
通
路
で
あ
る
が
、行
動
を
遮
断
す
る
鉄
柵（

6
（

」
だ
と
解
説
す
る
。

〈
窓
〉
に
天
使
の
姿
を
映
し
た
病
者
は
、「
玻
璃
こ
そ
は
藝
術
で
あ
れ
、
神

秘
で
あ
れ
」と
い
う
。
病
者
に
夢
を
見
せ
る
透
明
な〈
窓
〉は「
藝
術
」「
神

秘
」
で
は
あ
る
が
、
そ
の
先
に
見
え
る
理
想
世
界
へ
の
遁
走
を
阻
む
障
壁

で
も
あ
る
の
だ
。「
飛
ぶ
男
」
に
お
い
て
も
〈
窓
〉
が
特
別
な
も
の
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
作
中
に
〈
窓
〉
と
い
う
語
が
頻
出
す
る
こ
と

か
ら
も
窺
え
る
。
次
の
引
用
は
そ
れ
が
最
も
顕
著
な
部
分
で
あ
る
。

い
ま
や
彼
は
右
側
を
下
に
し
て
横
に
な
っ
た
。
ド
ア
が
見
え
、
そ
の

隣
に
鏡
が
見
え
鏡
の
下
に
洗
面
台
が
見
え
る
。
但
し
鏡
と
洗
面
台
と

は
床
頭
台
の
蔭
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
半
分
ほ
ど
し
か
見
え
な
い
。

鏡
に
は
ベ
ッ
ド
は
映
ら
な
い
か
ら
従
っ
て
寝
て
い
る
彼
の
姿
も
映
ら

な
い
。
鏡
に
は
窓
が
、
ベ
ッ
ド
の
左
手
に
あ
る
窓
が
、
ベ
ッ
ド
の
上

の
空
間
を
通
り
越
し
て
映
っ
て
い
た
。
右
手
の
鏡
を
見
て
も
、
左
手

の
窓
が
見
え
る
と
い
う
寸
法
だ
。
し
か
し
彼
は
鏡
に
映
っ
て
い
る
窓

を
見
る
こ
と
を
好
ま
な
い
。
窓
は
窓
、
鏡
は
鏡
だ
。
鏡
に
映
っ
た
窓

は
単
な
る
虚
妄
に
す
ぎ
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
彼
が
窓
を
見
る
の
を
好
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
体
と
し
て
の
、
そ
の
先
に
直
接
に
空
を
見

る
こ
と
の
出
来
る
窓
で
、
虚
妄
と
し
て
の
窓
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

れ
で
も
彼
は
暫
く
の
間
、
そ
の
鏡
に
映
っ
て
い
る
窓
を
じ
っ
と
見
詰

め
て
い
た
。

　

カ
ー
テ
ン
は
ま
だ
開
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
中
央
で
二
重
に
重
ね

ら
れ
た
窓
硝
子
の
左
右
に
裸
の
空
間
を
鏡
が
写
し
取
っ
て
い
る
。
勿

論
窓
硝
子
は
透
明
だ
か
ら
、
二
枚
重
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
で
も
、
外

側
の
空
間
を
見
る
こ
と
は
出
来
る
。
し
か
し
そ
れ
は
真
の
空
間
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
虚
妄
だ
。
窓
硝
子
と
鏡
と
の
二
重
の
操
作
を
経

て
彼
の
肉
眼
に
映
っ
た
空
間
な
ん
か
に
、
彼
は
何
の
関
心
も
な
い
。

（
一
七
四
頁
）

鏡
を
通
し
て
見
る
窓
を
否
定
し
な
が
ら
、「
彼
」
が
直
接
的
に
「
窓
を
見

る
の
を
好
」む
こ
と
を
執
拗
な
ま
で
に
強
調
す
る
。
そ
の
固
執
ぶ
り
か
ら
、

「
彼
」
も
「
窓
」
の
病
者
と
同
じ
様
に
、〈
窓
〉
に
「
藝
術
」
性
や
「
神
秘
」

性
を
見
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、「
窓
」
に
お
い
て
〈
窓
〉
が
、「
理
想
」
と
「
現
実
」
の
境
界
線

上
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
飛
ぶ
男
」
に
お
い

て
そ
れ
は
、「
未
来
」
と
「
現
在
」
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
も
の
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、「
彼
」
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、〈
窓
〉
の
向
こ

う
側
に
見
え
る
「
理
想
世
界
」
や
「
未
来
」
を
前
に
し
な
が
ら
、
そ
の
場
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で
立
ち
往
生
す
る
者
と
し
て
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。

二
、
肉
体
の
「
彼
」

　

肉
体
の
「
彼
」
は
、
魂
の
「
彼
」
と
分
裂
し
た
後
、「
上
に
置
い
て
来

た
意
識
を
引
き
戻
し
、
取
り
戻
し
、
そ
れ
と
合
体
し
よ
う
と
す
る
」
が
、

そ
れ
が
で
き
ず
に
地
上
ま
で
降
り
て
し
ま
う
。
し
か
し
、「
意
識
は
す
べ

て
十
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
解
釈
さ
れ

て
き
た
と
お
り
、
最
終
節
の
肉
体
が
魂
を
迎
え
る
描
写
が
〈
合
一
〉
を
予

感
さ
せ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
な
い
。

肉
体
の
「
彼
」
は
病
院
を
出
た
あ
と
、
街
の
中
を
歩
き
出
す
。
時
折
立

ち
止
ま
っ
て
は「
無
限
に
遠
い
」空
を
見
詰
め
る
が
、病
院
を
出
た
頃
は「
異

様
な
ほ
ど
の
蒼
み
を
持
ち
透
明
度
を
持
っ
」
て
い
た
空
が
、
時
間
が
経
つ

に
つ
れ
て
「
夕
焼
空
」
に
な
り
、
街
が
「
勤
め
帰
り
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や

女
事
務
員
」
で
あ
ふ
れ
、「
ざ
わ
め
き
が
彼
を
包
」
み
出
す
頃
に
な
っ
た

と
気
付
い
た
時
、「
彼
」
は
「
い
つ
ま
で
も
空
を
見
詰
め
て
は
い
ら
れ
な
い
」

と
、「
何
か
に
せ
き
た
て
ら
れ
て
で
も
い
る
よ
う
に
、急
い
で
歩
」
き
出
す
。

「
彼
」
は
、「
夕
焼
空
」
を
見
て
先
を
急
ぐ
の
で
あ
る
か
ら
、
日
が
暮
れ
て

夜
に
な
る
ま
で
に
当
初
の
目
的
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
大
方

見
当
が
つ
く
。だ
が
な
ぜ
、日
が
暮
れ
る
ま
で
な
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
し
て
、

「
彼
」
を
煽
動
す
る
「
何
か
」
と
は
、具
体
的
に
何
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
の
疑
問
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、〈
夕
焼
け
〉
が
示
す
も
の
を
考
え

て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
に

あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
ず
は
、
本
作
に
お
い
て
夕
焼
け
の
描
写
が
最
も
印
象
的
な
場
面
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
肉
体
の
「
彼
」
が
橋
の
上
か
ら
見
る
光
景
で
あ
る
。

　
　

河
の
水
は
ど
ん
よ
り
と
濁
っ
た
ま
ま
、
物
憂
そ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
流

れ
て
い
る
。
も
う
日
は
殆
ど
暮
れ
か
か
り
、
右
手
の
地
平
線
は
る
か

の
屋
根
屋
根
の
上
に
、
驚
く
ほ
ど
巨
大
な
火
の
球
が
、
上
半
分
は
赤

く
、
下
半
分
は
黄
色
に
近
い
橙
色
に
変
色
し
て
、
最
後
の
耀
き
を
迸

ら
せ
て
い
る
。
火
の
見
の
塔
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
の
赤
い
球
の
中

に
埋
ま
っ
て
い
る
。
夕
陽
の
溜
息
の
よ
う
な
光
線
が
、
屋
根
屋
根
を

越
え
て
、
河
の
水
面
に
き
ら
き
ら
と
映
る
。

　
　
　

河
下
の
遠
く
に
幾
艘
か
の
船
が
夕
靄
の
中
を
漂
う
。
両
岸
に
も

舫
っ
て
い
る
船
が
何
艘
か
見
え
る
。
そ
れ
ら
は
何
れ
も
小
さ
い
。
薄

す
ら
と
煙
を
上
げ
て
い
る
船
も
見
え
る
。
夕
陽
の
射
し
込
ん
で
い
な

い
部
分
は
も
う
薄
暗
く
翳
り
始
め
て
い
る
。
電
燈
の
光
が
滲
む
よ
う

に
幾
つ
か
水
に
映
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
で
汽
笛
が
鳴
り
、
続
い
て
他

の
汽
笛
が
そ
れ
に
声
を
合
せ
る
。（
一
九
二
頁
）
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「
巨
大
な
火
の
球
」
と
形
容
さ
れ
る
沈
み
か
け
の
太
陽
は
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
さ
と
、
ま
た
同
時
に
一
種
の
異
様
さ
を
与
え
る
。「
赤
い
球
の
中
に
埋

ま
っ
て
い
る
」「
火
の
見
の
塔
の
よ
う
な
も
の
」
と
は
魂
の
「
彼
」
が
い

る
病
院
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
赤
く
燃
え
る
大
き
な
太
陽
を
背
景
に

終
末
的
な
光
景
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
河
下
の
「
夕
靄

の
中
を
漂
う
」
船
の
汽
笛
は
、
こ
の
よ
う
な
異
様
さ
を
含
む
光
景
の
中
で

は
牧
歌
的
な
音
と
し
て
取
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
迫
る
夜
を
前
に
何
か
を
先

触
れ
す
る
よ
う
な
音
と
し
て
取
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
場
面
の
描
写
に
は
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
「
窓
」
の
第
四
、五

連
と
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　

彼
は
酔
ひ
、
彼
は
生
き
る
、
終
油
の
秘
蹟
も
今
は
恐
れ
ず
、　

薬
湯

も
、
大
時
計
も
、
苦
し
み
の
床
も
、
し
は
ぶ
き
も
、　

す
べ
て
忘
れ

て
。
そ
し
て
夕
べ
が
屋
根
屋
根
を
血
に
染
め
る
時
、　

彼
の
眼
は
、

光
の
波
に
充
ち
溢
れ
る
地
平
の
か
な
た
に
、
／
見
る
、
黄
金
の
ガ
レ

エ
ル
船
、
白
鳥
の
や
う
に
麗
し
く
、　

思
ひ
出
を
載
せ
た
大
い
な
る

静
謐
の
た
だ
よ
ふ
中
に
、　

入
り
組
む
線
も
華
や
か
に
鹿
の
子
の
色

に
火
花
を
投
げ
、　

香
料
と
緋
と
を
織
り
な
し
た
大
河
の
上
に
眠
る

の
を
！
（
／
は
改
連
）

「
屋
根
屋
根
を
血
に
染
め
る
」
夕
陽
、「
大
河
」
に
浮
か
ぶ
「
ガ
レ
エ
ル
船
」、

そ
の
光
景
を
「
見
る
」
詩
人
の
姿
、こ
の
第
四
、五
連
で
描
か
れ
る
世
界
は
、

ま
さ
し
く
肉
体
の
「
彼
」
が
見
つ
め
て
い
る
世
界
と
一
致
す
る
。
病
者
が

見
る
こ
の
夕
焼
け
の
情
景
描
写
の
解
釈
を
、福
永
は
小
品
「
夕
焼
雲
」（『
文

学
新
聞
』
創
刊
号
、
一
九
五
四
年
十
二
月
頃
）
の
中
で
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム

患
者
で
あ
る
主
人
公
に
語
ら
せ
る
。

「
夕
焼
の
美
し
さ
を
感
じ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
派
の
詩
人
た

ち
、
特
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
だ
け
ど
、
僕
は
今
マ
ラ
ル
メ
の
「
窓
」

と
い
う
詩
を
思
い
出
し
た
よ
。
そ
れ
は
病
院
の
一
室
で
、
死
に
か
け

た
老
人
が
窓
硝
子
ま
で
這
っ
て
行
っ
て
西
空
の
夕
焼
を
眺
め
る
と
い

う
詩
だ
が
ね
。
そ
の
描
写
が
実
は
詩
人
の
運
命
に
関
す
る
作
者
の
感

慨
の
前
置
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。（
後
略
）」

「
夕
焼
雲
」
は
最
後
に
、
福
永
が
翻
訳
し
た
マ
ラ
ル
メ
の
「
窓
」
の
第
四

連
三
行
目
の
途
中
（「
…
…
そ
し
て
夕
べ
が
」）
か
ら
第
五
連
四
行
目
の
終

わ
り
ま
で
が
附
さ
れ
、
物
語
を
終
え
る
。
そ
の
点
に
、
福
永
の
「
窓
」
に

対
す
る
思
い
入
れ
の
強
さ
が
、
特
に
第
四
、五
連
の
描
写
へ
の
こ
だ
わ
り

が
窺
え
る
。
そ
し
て
、こ
の
描
写
が
「
飛
ぶ
男
」
終
盤
に
差
し
掛
か
る
シ
ー
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ン
に
酷
似
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

病
者
が
「
西
空
の
夕
焼
を
眺
め
る
」
描
写
、
先
に
示
し
た
第
四
、五
連

の
情
景
描
写
は
「
詩
人
の
運
命
に
関
す
る
作
者
の
感
慨
の
前
置
」
と
さ
れ

て
い
る
。「
詩
人
の
運
命
」、そ
れ
は
、理
想
を
追
っ
た
末
の
〈
死
〉
で
あ
る
。

「
夕
焼
雲
」
の
主
人
公
の
説
明
は
福
永
自
身
の
解
釈
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

マ
ラ
ル
メ
の
詩
「
窓
」
に
お
い
て
〈
夕
焼
け
〉
は
〈
死
〉
を
予
感
さ
せ
る

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
肉
体
の
「
彼
」
の
節
に

お
け
る
〈
夕
焼
け
〉
は
、〈
死
〉
の
先
触
れ
を
表
し
て
い
る
も
の
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
福
永
作
品
に
お
け
る
〈
夕
焼
け
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ

を
柘
植
光
彦
は
「
死
の
観
念
と
結
び
つ
」
く
も
の
、「
死
の
暗
示
」
で
あ

る
と
し
、「
こ
う
し
た
夕
焼
け
は
、
福
永
自
身
が
述
べ
る
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

の
詩
の
な
か
の
落
日
の
光
景
（「
旅
へ
の
誘
い
」）
に
近
似
し
な
が
ら
、
さ

ら
に
絵
画
的
、
超
時
間
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
が
静
止
し
て
い
る
風
景

で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
記
憶
や
意
識
が
、
死
と
い
う
一
点
に
む
か
っ
て
凝
結

す
る
風
景
で
あ
る（

7
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
柘
植
の
論
を
考
慮
し
て
も
、
や
は

り
、〈
夕
焼
け
〉
の
描
写
を
〈
死
〉
と
関
連
さ
せ
る
の
が
至
当
だ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、問
題
と
し
て
い
た
「
彼
」
を
せ
き
た
て
て
い
た
「
何

か
」
と
は
〈
死
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
彼
」
は
日
が
暮
れ
、
夜
が

近
づ
く
に
つ
れ
て
、〈
死
〉
が
差
し
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
し
、
先
を

急
い
で
橋
ま
で
移
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
橋
に
到
着
し
た
時
、
日
は

既
に
「
最
後
の
耀
き
を
迸
ら
せ
て
い
る
」、
つ
ま
り
、〈
死
〉
が
直
前
ま
で

迫
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、夜
が
刻
々
と
接
近
す
る
中
で
、肉
体
の
「
彼
」
は
、

病
院
の
窓
か
ら
自
分
の
方
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
く
る
魂
の
「
彼
」
を
視
界

に
認
め
る
。

さ
て
、
肉
体
の
「
彼
」
に
は
魂
を
取
り
戻
す
と
い
う
目
的
が
あ
っ
た
。

そ
の
目
的
が
こ
こ
で
果
た
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
肉
体
の

「
彼
」
は
〈
夜
〉
＝
〈
死
〉
が
到
来
す
る
ま
で
に
魂
を
回
収
し
、意
識
を
「
す

べ
て
十
全
」
に
す
る
こ
と
で
、〈
死
〉
を
免
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。〈
死
〉を
回
避
し
よ
う
と
す
る
肉
体
の「
彼
」は
、

〈
死
〉
の
観
念
に
憑
か
れ
た
魂
の
「
彼
」
と
は
反
対
に
、
能
動
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
他
の
箇
所
で
も
読
み
取
れ
る
。「
彼
」
は
橋
に
至
る
ま
で
の
道

程
を
、「
何
ト
イ
ウ
生
キ
物
ダ
、
人
間
ト
イ
ウ
奴
ハ
」
と
呟
き
な
が
ら
「
地

面
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
右
足
を
起
し
、
続
い
て
左
足
を
起
し
」
て
歩
く

よ
う
な
者
で
、「
彼
を
認
め
て
ス
ピ
イ
ド
を
お
と
」
し
た
「
空
車
の
札
を

掲
げ
た
タ
ク
シ
イ
」
に
は
「
一
顧
も
与
え
」
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら

の
足
で
歩
い
た
り
、「
地
面
に
不
可
避
的
に
縛
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
植
物

の
類
」
に
「
冷
淡
」
で
「
無
関
心
」
な
眼
差
し
を
向
け
た
り
す
る
こ
と
か

ら
、
肉
体
の
「
彼
」
は
悉
く
受
動
的
な
も
の
を
嫌
い
、
能
動
的
で
あ
ろ
う

と
す
る
と
分
か
る
。

　

以
上
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
と
の
類
似
箇
所
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
肉
体
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の
「
彼
」
は
、
意
識
が
分
裂
し
た
瞬
間
か
ら
、
魂
の
意
識
を
喪
失
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
直
後
に
〈
死
〉
を
迎
え
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
者
で
あ
る

と
分
か
っ
た
。
さ
ら
に
、「
意
識
は
十
全
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考

え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
も
う
一
つ
の
意
識
を
回
収
す
る
こ
と
が
肉
体
の

「
彼
」
の
目
的
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
の
前
の
〈
死
〉
に

屈
す
る
こ
と
な
く
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、魂
と〈
合

一
〉で
き
な
け
れ
ば〈
死
〉を
迎
え
て
し
ま
う
。
そ
れ
な
の
に
、肉
体
の「
彼
」

は
、
橋
に
到
着
し
て
か
ら
は
そ
こ
か
ら
動
こ
う
と
し
な
い
。
遠
く
の
病
院

一
点
を
た
だ
見
詰
め
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　

 　

彼
は
眼
を
起
し
汽
笛
の
方
向
を
探
る
。
河
下
の
方
の
遠
く
に
、
彼

は
工
場
ら
し
い
灰
色
の
建
物
と
煙
を
上
げ
て
い
る
幾
本
も
の
煙
突
と

を
認
め
る
。
彼
の
眼
は
河
岸
に
沿
っ
て
、品
定
め
で
も
す
る
よ
う
に
、

一
つ
一
つ
の
建
物
を
見
て
行
く
。
そ
し
て
一
番
背
の
高
い
ビ
ル
の
と

こ
ろ
で
動
か
な
く
な
る
。（
中
略
）そ
の
ビ
ル
は
一
目
見
れ
ば
分
っ
た
。

そ
れ
は
病
院
だ
っ
た
。

　
　

 　

今
や
彼
は
河
沿
い
の
汚
れ
た
風
景
の
中
で
、
そ
の
建
物
だ
け
を

じ
っ
と
見
詰
め
る
。
そ
れ
は
清
潔
で
、
質
素
で
、
重
々
し
く
て
、
墓

の
よ
う
に
白
く
塗
ら
れ
て
い
る
。
夕
暮
の
空
の
中
に
一
際
高
く
聳
え

て
い
る
。
幾
つ
も
の
窓
が
縦
に
も
横
に
も
き
ち
ん
と
居
並
び
、
ま
る

で
そ
こ
か
ら
生
気
を
吸
い
込
む
無
数
の
鼻
孔
を
持
つ
怪
物
の
よ
う

に
、
或
い
は
ま
た
無
数
の
眼
を
持
つ
怪
物
の
よ
う
に
、
見
え
る
。
そ

の
眼
は
開
か
れ
た
も
の
も
あ
れ
ば
ぴ
っ
た
り
と
閉
じ
ら
れ
た
も
の
も

あ
る
。
そ
れ
は
永
遠
の
不
可
解
な
謎
を
問
い
掛
け
る
都
会
の
ス
フ
ィ

ン
ク
ス
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
　

 　

彼
は
何
の
感
情
も
浮
か
べ
ず
に
、
冷
た
い
手
摺
の
上
に
両
手
を
置

い
た
ま
ま
、
い
つ
ま
で
も
そ
の
建
物
を
見
詰
め
て
い
る
。
撃
た
れ
た

鳥
の
よ
う
に
、
地
に
落
ち
た
隕
石
の
よ
う
に
、
彼
の
姿
は
動
か
な
い
。

（
一
九
二
頁
）

肉
体
の
「
彼
」
は
迫
る
死
か
ら
の
再
起
を
図
る
た
め
、
分
離
し
た
も
う
一

つ
の
意
識
で
あ
る
魂
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

の
に
、
こ
の
場
所
か
ら
動
か
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
可
能
性

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
肉
体
の
「
彼
」
は
魂
の
「
彼
」
を
待
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
に
最
終
節
で
は
「
彼
は
何
か
を

期
待
す
る
か
の
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
窓
の
一
つ
か
ら
眼
を
離
さ
な
い
」
と

記
述
さ
れ
る
。
肉
体
の
「
彼
」
は
魂
の
「
彼
」
が
自
ら
自
分
の
方
へ
と
戻
っ

て
く
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、一
方
で
魂
の「
彼
」は
、

「
内
部
の
不
安
な
感
情
」
を
爆
発
さ
せ
た
末
、「
終
リ
ノ
日
」
と
い
う
妄
想

を
膨
ら
ま
せ
る
。
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彼
の
内
部
の
不
安
な
感
情
が
息
苦
し
い
ほ
ど
胸
を
締
め
つ
け
た
。
凄

じ
い
音
を
立
て
て
壁
が
砕
け
た
。
窓
硝
子
が
微
塵
に
割
れ
、
窓
枠
が

押
し
潰
さ
れ
て
奇
妙
な
音
を
立
て
た
。
天
井
が
中
央
か
ら
二
つ
に
割

れ
、
彼
の
身
体
の
周
囲
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
細
か
い
破
片
が
音
を
立

て
て
飛
ん
だ
。
そ
し
て
割
れ
た
天
井
に
、
ぽ
っ
か
り
と
空
が
覗
い
て

見
え
た
。
夕
暮
の
、
次
第
に
暗
闇
を
増
し
つ
つ
あ
る
空
が
。（
中
略
）

　
　

 　

コ
レ
ハ
終
リ
ノ
日
ダ
。
終
リ
ノ
日
ニ
、
引
力
ハ
ナ
ク
ナ
リ
、
地
球

ハ
粉
々
ニ
砕
ケ
、
宇
宙
ノ
中
ノ
塵
ト
ナ
ッ
テ
消
エ
失
セ
テ
シ
マ
ウ
ノ

ダ
。
ソ
シ
テ
コ
ノ
瞬
間
ニ
、
人
間
ハ
初
メ
テ
空
ヲ
飛
ブ
コ
ト
ガ
出
来

ル
ノ
ダ
。
何
ト
自
由
ニ
、
ヤ
ス
ヤ
ス
ト
、
身
体
ガ
宙
ニ
浮
ク
コ
ト
ダ

ロ
ウ
。
何
ト
イ
ウ
自
由
ダ
ロ
ウ
。（
一
九
四
頁
）

魂
の「
彼
」の
行
く
手
を
阻
ん
で
い
た
窓
は
破
壊
さ
れ
、こ
れ
ま
で「
彼
」

を
苦
し
め
て
い
た
時
間
概
念
も
何
も
な
い
宇
宙
に
漂
い
、
か
ね
て
よ
り
憧

れ
て
い
た
飛
翔
を
実
現
す
る
。し
か
し「
次
第
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
始
め
」、

「
コ
レ
ガ
空
ヲ
飛
ブ
コ
ト
ノ
代
償
ダ
ッ
タ
」
と
、
願
望
の
引
き
替
え
に
死

が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
悟
る
。
や
は
り
〈
窓
〉
は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」

の
そ
れ
と
同
じ
く
、「
彼
」
に
夢
を
見
せ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
い
く
ら
鳥
の
よ
う
に
翼
を
持
ち
自
由
に
羽
ば
た
く「
未
来
」を
願
っ

た
と
こ
ろ
で
、現
実
の
「
未
来
」
に
は
〈
死
〉
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
魂
の
「
彼
」
は
、「
窓
」
の
病
者
と
同
様
、
こ
こ
で
「
未
来
」
に

絶
望
し
た
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

三
、「
窓
」
と
の
相
違
点
か
ら
み
る
、
魂
と
肉
体
の
「
彼
」
の
行
方

　

本
作
は
、
異
な
る
時
間
軸
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
た
魂
お
よ
び
肉
体
の

「
彼
」
の
節
が
、
同
じ
一
つ
の
節
に
収
ま
る
と
い
う
展
開
で
終
わ
り
を
迎

え
る
。

　
　

 　

今
や
彼
は
手
摺
に
凭
れ
て
病
院
の
無
数
の
窓
を
眺
め
て
い
る
。
夜

が
次
第
に
そ
の
窓
に
這
い
寄
る
。（
中
略
）
僕
ハ
魂
ヲ
ア
ソ
コ
ニ
置

イ
テ
来
タ
。
彼
は
何
か
を
期
待
す
る
か
の
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
窓
の

一
つ
か
ら
眼
を
離
さ
な
い
。

　
　

 　

や
が
て
そ
の
窓
の
一
つ
に
、
小
さ
な
人
影
が
見
え
る
。
豆
粒
の
よ

う
に
小
さ
な
男
だ
。
そ
の
男
は
窓
か
ら
外
を
眺
め
廻
す
。
こ
の
橋
の

上
に
い
る
彼
の
姿
が
見
え
る
筈
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
男
は
し
げ
し

げ
と
こ
の
橋
の
方
を
見
て
い
る
。
そ
の
男
は
窓
か
ら
身
体
を
乗
り
出

す
。
あ
あ
次
の
瞬
間
に
身
を
投
げ
出
す
。

　
　

 　

落
ち
な
い
、
し
か
し
そ
の
男
は
落
ち
な
い
。
飛
ん
で
い
る
。
軽
や
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か
に
空
中
を
飛
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
彼
の
顔
に
初
め
て
会

心
の
微
笑
が
浮
ぶ
。
何
と
気
持
よ
さ
そ
う
に
そ
の
男
は
空
を
飛
ん
で

い
る
こ
と
か
。
両
手
を
広
げ
、次
第
に
橋
の
方
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。

口
に
微
笑
を
浮
べ
、
眼
を
大
き
く
見
開
き
、
空
ざ
ま
に
見
上
げ
て
い

る
彼
の
方
へ
、空
を
飛
ぶ
男
の
姿
は
刻
々
に
大
き
く
な
る
。（
一
九
五

頁
）

物
語
は
こ
こ
で
終
了
し
、
こ
の
後
「
彼
」
ら
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
読

者
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
論
者
は
、
こ
の
場
面
を
ど
う
読
み
取
る

か
に
、
前
章
末
で
呈
し
た
疑
問
を
探
る
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。曾

根
は
こ
の
終
わ
り
方
を
「
同
一
人
物
の
分
身
同
士
で
あ
っ
て
、
そ
の

接
近
が
二
人
の
合
体
を
予
感
さ
せ
る（

8
（

」
と
し
、
星
野（

9
（

や
和
田（

（1
（

も
や
は
り
同

様
に
〈
合
一
〉
だ
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
読
み
は
、
既
に

述
べ
た
よ
う
に
肉
体
の
「
彼
」
が
「
意
識
は
全
て
十
全
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
妥
当
だ
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
〈
合
一
〉
は
、「
彼
」
の
〈
死
〉
を
意
味
す
る
も
の
と

し
て
こ
れ
ま
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
曾
根
は
「
同
じ
人
間
の
二

つ
の
意
識
の
停
止
、
つ
ま
り
死
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
し
、「
世
界
の
破

滅
と
自
己
の
死
し
か
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
絶
望
的
に
暗
い
作
者

の
生
の
認
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る（

（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
星
野

は
「〈
肉
体
〉
側
の
〈
彼
〉
は
街
を
抜
け
て
彼
岸
を
臨
む
河
に
か
か
る
橋

に
た
た
ず
む
。
こ
の
〈
彼
〉
が
見
つ
め
る
病
院
の
最
上
階
か
ら
前
述
〈
魂
〉

側
の
〈
彼
〉
が
《
飛
ぶ
男
》
と
化
し
て
飛
来
す
る
場
面
に
、
意
識
の
充
全

な
合
一
と
橋
渡
り
す
な
わ
ち
昇
天
の
成
就
が
予
感
さ
れ
」
る
と
し
、
本
作

を
「
臨
死
の
〈
意
識
〉
の
昇
天
＝
解
放
に
向
か
う
時
間
を
持
つ（

（1
（

」
も
の
と

し
て
読
み
取
っ
て
い
る
。

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
に
も
、
重
く
暗
い
〈
死
〉
の

イ
メ
ー
ジ
は
付
き
ま
と
う
。
た
だ
、「
飛
ぶ
男
」
に
は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」

に
お
け
る
〈
死
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
否
定
す
る
よ
う
な
箇
所
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
点
に
着
目
す
る
こ
と
で
、「
飛
ぶ
男
」
の
〈
合
一
〉
は
〈
死
〉
と
は

ま
た
異
な
る
意
味
を
孕
ん
で
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
両
作

の
相
違
性
は
、
想
念
の
節
の
中
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

想
念
の
節
に
は
、
至
る
と
こ
ろ
で
魂
の
「
彼
」
の
飛
翔
願
望
が
滲
み
出

て
い
る
。そ
し
て
、そ
の
飛
翔
願
望
は
、「
前
世
ノ
記
憶
」に
基
づ
い
て
い
る
。

　
　
「
君
ハ
夢
ノ
中
デ
、
空
ヲ
飛
ン
デ
イ
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
カ
イ
？
僕
ハ

シ
ョ
ッ
チ
ュ
ウ
空
ヲ
飛
ブ
夢
ヲ
見
ル
。
僕
ハ
キ
ッ
ト
前
世
デ
、
あ

ん
で
す
山
脈
ニ
住
ン
デ
イ
タ
禿
鷹
カ
、
太
平
洋
ニ
住
ン
デ
イ
タ
信

天
翁
カ
、
ト
ニ
カ
ク
自
分
ガ
鳥
ダ
ッ
タ
ヨ
ウ
ナ
気
ガ
シ
テ
イ
ル
ン
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ダ
。君
ニ
ハ
ソ
ウ
イ
ウ
前
世
ノ
記
憶
ノ
ヨ
ウ
ナ
モ
ノ
ハ
ナ
イ
カ
イ
？
」

（
一
七
七
頁
）

こ
れ
は
、
草
原
に
寝
そ
べ
っ
て
、
空
を
飛
ぶ
鳶
を
見
な
が
ら
、
隣
の
恋
人

に
問
い
か
け
る
「
彼
」
の
言
葉
で
あ
る
。「
彼
」
に
は
「
前
世
ノ
記
憶
」

が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
皮
切
り
に
、
以
降
の
想
念
の
節
は
「
前
世
ノ
記

憶
」
を
巡
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。

　
「
彼
」
に
よ
れ
ば
、人
間
は
、人
間
と
し
て
神
に
創
造
さ
れ
る
前
に
一
度
、

「
最
モ
美
シ
イ
肉
体
ト
最
モ
賢
イ
頭
脳
」
と
「
翼
ヲ
持
ッ
」
た
「
生
キ
物
」

と
し
て
創
造
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
神
ニ
等
シ
イ
智
慧
ヲ
持

チ
、神
ノ
持
タ
ナ
イ
肉
体
ヲ
持
ッ
タ
」、い
わ
ば
、神
の
小
型
版
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、「
宇
宙
ニ
茫
漠
ト
漂
ウ
意
識
ガ
一
ツ
ニ
凝
縮
シ
タ
モ
ノ
ニ
ス
ギ

ナ
カ
ッ
タ
」
神
は
、
自
分
の
持
た
な
い
肉
体
を
持
つ
上
に
、
自
分
の
領
域

ま
で
「
我
ガ
物
顔
」
で
侵
入
し
て
き
た
こ
の
「
生
キ
物
」
を
妬
む
よ
う
に

な
る
。
そ
し
て
神
は
怒
り
、「
再
ビ
天
地
創
造
ノ
第
一
日
目
ノ
仕
事
ニ
取

リ
カ
カ
ッ
タ
」。
こ
う
し
て
、「
モ
ッ
ト
醜
イ
、
モ
ッ
ト
愚
カ
シ
イ
、
獣
ジ

ミ
タ
」
存
在
で
あ
る
今
の
人
間
が
創
造
さ
れ
る
に
至
る
。
だ
か
ら
、「
人

間
ノ
無
意
志
的
記
憶
ノ
根
源
ニ
ハ
天
使
ノ
記
憶
ガ
ア
ル
」
の
だ
と
「
彼
」

は
呟
く
。

人
の
前
世
が
天
使
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
創
造
神
話
か
ら
外
れ
た
こ

の
考
え
は
、
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
に
着
想
を
得
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
第
八
連
か
ら
分
か
る
。

私
は
自
ら
の
影
を
映
す
、
そ
し
て
見
る
天
使
を
！
い
ま
こ
そ
は
死
な

う
、　

―
―
あ
あ
、
玻
璃
こ
そ
は
藝
術
で
あ
れ
、
神
秘
で
あ
れ
、　

願

は
く
は
、
わ
が
夢
を
王
冠
の
如
く
に
捧
げ
持
ち
、　

先
の
世
の
、「
美
」

の
花
開
く
空
の
も
と
、
再
び
生
き
ん
こ
と
を
！

夕
陽
が
照
り
つ
け
る
窓
に
映
し
出
さ
れ
た
の
は
、
天
使
と
な
っ
た
病
者
自

身
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
病
者
が
理
想
と
す
る
世
界
＝
「
先
の

世
」、
つ
ま
り
前
世
に
お
け
る
姿
で
あ
る
。「
飛
ぶ
男
」
に
お
け
る
天
使
と

い
う
モ
チ
ー
フ
が
「
窓
」
の
影
響
に
よ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

た
だ
、こ
う
し
て
前
世
の
イ
メ
ー
ジ
を
「
窓
」
か
ら
抽
出
し
な
が
ら
も
、

「
窓
」
の
病
者
の
行
動
を
否
定
す
る
箇
所
が
「
飛
ぶ
男
」
に
は
み
ら
れ
る
。

説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
先
程
に
示
し
た
「
窓
」
第
八
連
の
続
き
か
ら
最

終
連
ま
で
を
次
に
示
す
。

　
　

し
か
し
悲
し
い
か
な
！
こ
の
「
下
界
」
こ
そ
は
主
で
あ
る
、
そ
の
怨

執
は　

こ
の
確
か
な
隠
れ
家
に
ま
で
し
ば
し
ば
私
を
追
つ
て
胸
を
焼

く
、　

そ
し
て
「
蒙
昧
」
の
汚
ら
は
し
い
嘔
吐
は
胸
も
と
に
こ
み
上
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げ
て
、　

蒼
空
を
前
に
私
は
口
を
覆
は
ざ
る
を
得
な
い
。
／
術
は
な

い
の
か
、
お
お
苦
汁
を
知
る
「
我
」
よ
、　

怪
物
の
罵
り
あ
ざ
け
る

こ
の
水
晶
を
打
ち
破
り　

羽
も
な
い
わ
が
雙
の
翼
に
逃
れ
行
く
術

は
、　

―
―
よ
し
永
劫
の
劫
罰
に
こ
の
身
は
遂
に
堕
ち
行
く
と
も
？

　
「
今
こ
そ
は
死
な
う
」
と
宣
言
す
る
こ
と
か
ら
、
病
者
は
自
ら
死
に
臨

も
う
と
し
て
い
る
。
勿
論
、
詩
に
も
様
々
な
解
釈
が
見
出
せ
る
た
め
、
こ

の
言
葉
の
と
お
り
に
意
味
を
受
け
と
る
こ
と
に
は
慎
重
を
要
す
る
が
、
少

な
く
と
も
福
永
は
、
病
者
は
「
自
ら
を
天
使
と
見
て
、
そ
こ
に
一
度
死
ぬ
、

そ
し
て
硝
子
の
向
う
側
に
真
に
再
び
生
き
る
と
い
う
行
為
が
生
ま
れ
る
」

と
し
、「
こ
の
自
ら
の
死
と
い
う
行
為
の
後
に
、
初
め
て
マ
ラ
ル
メ
的
な

美
の
形
が
生
ま
れ
て
来
る（

（1
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
田
光
徳
は
、「
マ

ラ
ル
メ
は
「
私
は
死
ぬ
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
理
想
の
実

現
は
死
を
意
味
す
る（

（1
（

」
と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
や
は
り
病
者
は

理
想
郷
へ
の
逃
避
願
望
を
果
た
す
た
め
の
方
法
と
し
て
〈
自
死
〉
と
い
う

行
為
を
選
ん
だ
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
最
善
の
策
で
は
な
い
こ
と
は
病
者
に
も
理
解
で
き
て

い
る
。「
術
は
な
い
の
か
、
お
お
苦
汁
を
知
る
「
我
」
よ
、　

怪
物
の
罵
り

あ
ざ
け
る
こ
の
水
晶
を
打
ち
破
り　

羽
も
な
い
わ
が
雙
の
翼
に
逃
れ
行
く

術
は
、　

―
―
よ
し
永
劫
の
劫
罰
に
こ
の
身
は
遂
に
堕
ち
行
く
と
も
？
」

と
問
う
病
者
の
心
の
叫
び
に
は
、〈
自
死
〉
以
外
に
方
法
＝
「
術
」
を
見

つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
慚
愧
の
思
い
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
最
早
そ
う
し
た
嘆
声
も
身
体
の
墜
落
の
最
中
に
あ
っ
て
は
救
い
よ
う

が
な
い
。

一
方
、「
飛
ぶ
男
」
で
は
、「
窓
」
で
提
示
さ
れ
る
万
策
尽
き
た
末
の
〈
自

死
〉
と
い
う
「
術
」
を
否
定
す
る
意
志
が
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

次
に
引
用
す
る
「
彼
」
の
想
念
の
節
に
注
目
し
た
い
。

　
　

人
間
ハ
、
セ
メ
テ
機
械
ヲ
ツ
ク
ル
コ
ト
デ
空
シ
イ
反
逆
ヲ
試
ミ
ル
コ

ト
ノ
他
ニ
ハ
、
タ
ダ
甘
ン
ジ
テ
運
命
ヲ
受
ケ
入
レ
ル
ダ
ケ
ダ
。
人
間

ニ
対
シ
テ
、
或
イ
ハ
人
間
ヲ
創
ッ
タ
神
ニ
対
シ
テ
、
何
ガ
出
来
ル
ト

イ
ウ
ノ
カ
。
神
ハ
恐
ラ
ク
ハ
暗
闇
ノ
中
ノ
ツ
レ
ヅ
レ
ヲ
慰
メ
ル
タ
メ

ニ
、彼
ノ
人
形
ト
シ
テ
ノ
人
間
ヲ
創
ッ
タ
ダ
ケ
ダ
。
ソ
シ
テ
人
間
ハ
、

神
ニ
ト
ッ
テ
ノ
不
可
能
ナ
方
法
デ
ア
ル
自
殺
ニ
ヨ
ッ
テ
シ
カ
、
神
ニ

反
逆
ス
ル
術
ヲ
知
ラ
ナ
イ
。
シ
カ
シ
自
殺
ハ
明
カ
ナ
敗
北
ナ
ノ
ダ
。

ソ
レ
ハ
運
命
ニ
対
シ
テ
何
ノ
足
シ
ニ
モ
ナ
ラ
ナ
イ
。（
一
八
五
頁
）

こ
こ
で
「
彼
」
は
〈
自
死
〉
を
明
確
に
批
判
し
て
い
る
。
か
つ
て
の
「
天

使
ノ
記
憶
」
を
持
つ
人
間
は
、
自
由
な
意
志
で
空
を
飛
び
回
る
こ
と
の
で

き
な
い
姿
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
反
抗
す
る
形
で
機
械
文
明
を
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進
歩
さ
せ
、
再
び
飛
翔
す
る
こ
と
を
果
た
す
の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
そ
れ

は
機
械
が
飛
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
が
飛
ん
で
い
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
「
空
シ
イ
反
逆
」
で
あ
る
と
さ
れ
、そ
う
す
る
こ
と
の
他
に
は
「
神

の
人
形
ト
シ
テ
」「
タ
ダ
甘
ン
ジ
テ
運
命
ヲ
受
ケ
入
レ
ル
」
し
か
な
い
と

さ
れ
る
。
た
だ
、
人
間
の
運
命
が
神
の
手
に
よ
っ
て
決
定
付
け
ら
れ
る
こ

と
に
反
抗
す
る
た
め
に
「
自
殺
」
と
い
う
術
に
行
き
着
く
こ
と
は
「
明
ラ

カ
ナ
敗
北
」
で
あ
り
、「
運
命
ニ
対
シ
テ
何
ノ
足
シ
ニ
モ
ナ
ラ
ナ
イ
」
方

法
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
、
積
極
的
な
意
志
で
も
っ
て
死
の
う
と
す
る
考
え
に
対
す
る
否
定

は
、「
窓
」
の
病
者
の
行
為
に
対
す
る
否
定
で
も
あ
る
と
言
え
る
。「
窓
」

に
お
い
て
美
化
さ
れ
た
〈
死
〉
に
対
す
る
消
極
的
な
言
及
は
、
本
稿
既
出

の
「
夕
焼
雲
」
に
も
あ
る
。「
詩
人
は
窓
に
す
が
り
つ
い
て
、
硝
子
に
自

分
の
影
を
映
す
、し
か
し
硝
子
が
ど
の
よ
う
な
藝
術
を
写
し
出
そ
う
と
も
、

詩
人
は
そ
の
硝
子
を
破
っ
て
、
永
劫
の
罰
を
受
け
な
が
ら
、
自
分
の
翼
で

逃
げ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。夕
焼
が
ど
ん
な
に
美
し
く
て
も
、

僕
た
ち
は
こ
こ
に
溺
れ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
の
だ
よ
」
と
、
サ

ナ
ト
リ
ウ
ム
に
入
院
す
る
主
人
公
は
語
る
。
病
に
冒
さ
れ
た
者
は
、
誰
よ

り
も
身
近
に
〈
死
〉
の
存
在
を
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
マ
ラ

ル
メ
的
な
〈
死
〉
の
美
し
さ
に
感
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
警

告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
福
永
は
、
清
瀬
の
療
養
所
に
い
た
頃
に

記
し
た
「
病
者
の
心（

（1
（

」
で
、
病
者
が
内
包
す
る
死
へ
の
向
き
合
い
方
を
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　

病
者
が
精
神
の
眼
を
見
張
っ
て
自
ら
を
支
え
て
い
な
け
れ
ば
、
彼
は

内
部
的
に
崩
壊
し
、
恐
ら
く
は
精
神
の
死
と
共
に
死
ぬ
。
そ
し
て
肉

体
が
回
復
し
た
後
に
も
、
こ
の
死
は
、
彼
の
魂
に
生
き
残
り
、
体
力

の
低
下
に
伴
う
劣
等
感
に
よ
っ
て
、
執
拗
に
彼
を
苦
し
め
て
や
ま
な

い
だ
ろ
う
。
逃
れ
る
道
は
な
い
。
忘
れ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、か
え
っ

て
彼
の
心
を
む
し
ば
む
に
違
い
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
自
ら
に
肯
定
す

る
こ
と
、
傷
痕
を
嘗
め
て
、
未
来
の
死
を
今
日
に
於
て
生
き
る
こ
と
、

そ
れ
が
唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
運
命
の
手
に
操
ら
れ
る
傀
儡
と
し

て
生
き
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
運
命
を
知
る
人
間
と
し
て
生
き
て

行
く
。

病
者
は
、
現
実
を
逃
避
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
志
で
己
の
抱
え
る

運
命
、
す
な
わ
ち
〈
死
〉
を
自
覚
し
つ
つ
闘
う
も
の
と
し
て
生
き
る
。
こ

こ
に
、「
運
命
の
手
に
操
ら
れ
る
傀
儡
と
し
て
」
の
、「
神
ノ
人
形
ト
シ
テ
」

「
タ
ダ
甘
ン
ジ
テ
運
命
ヲ
受
ケ
入
レ
ル
ダ
ケ
」
の
病
者
の
姿
は
な
い
。「
自

殺
」
が
「
敗
北
」
で
「
運
命
ニ
対
シ
テ
何
ノ
足
シ
ニ
モ
ナ
ラ
ナ
イ
」
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
書
か
れ
た
こ
と
こ
そ
「
神
ニ
反
逆
ス
ル
術
」
だ
と
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は
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

肉
体
の
「
彼
」
に
は
明
ら
か
に
〈
死
〉
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
な
お
生

き
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
能
動
的
な
肉
体
の

「
彼
」
は
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
し
な
が
ら
「
タ
ダ
甘
ン

ジ
テ
運
命
ヲ
受
ケ
入
レ
ル
」
の
で
は
な
く
、
抗
お
う
と
す
る
者
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
う
一
つ
の
意
識
で
あ
る
魂
の
「
彼
」
に
そ
の
よ
う
な
意
志
は

な
か
っ
た
。
病
室
の
ベ
ッ
ド
の
上
で
、
た
だ
「
死
ん
で
行
く
だ
け
だ
」
と

虚
脱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。
魂
の
「
彼
」
が
こ
の
状
態
を
脱
し
な
い
限
り
、

意
識
を
「
全
て
充
全
」
に
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
彼
」
は
本
格
的
に
死

ぬ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
最
終
節
、「
何
か
を
期
待
す
る
よ
う
に
、
幾

つ
か
の
窓
の
一
つ
か
ら
眼
を
離
さ
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
が
完
全
に

落
ち
き
る
最
後
の
瞬
間
ま
で
諦
め
な
い
肉
体
の
「
彼
」
は
、
自
分
の
方
へ

と
飛
ん
で
迫
っ
て
く
る
魂
の
「
彼
」
を
見
つ
け
る
。
そ
れ
を
見
た
肉
体
の

「
彼
」
の
顔
に
は
「
初
め
て
会
心
の
微
笑
が
浮
か
ぶ
」。

魂
の
「
彼
」
を
待
ち
望
ん
で
い
た
肉
体
の
「
彼
」
の
元
に
、望
み
通
り
、

魂
の
「
彼
」
が
や
っ
て
来
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
魂
の
「
彼
」
が
、

肉
体
の
「
彼
」
と
同
じ
よ
う
な
意
志
を
持
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
魂
の
「
彼
」
は
、「
終
リ
ノ
日
」
と
い
う
幻
想
体
験
の
中

で
、
結
局
〈
死
〉
し
か
な
い
「
未
来
」
を
悟
る
も
の
の
、
そ
こ
で
絶
望
の

果
て
に
一
切
を
放
擲
し
た
の
で
は
な
く
、〈
死
〉
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
己
の
運
命
に
目
を
背
け
る
こ
と
な
し
に
敢
え
て
見
つ
め
つ
つ
、
そ

れ
で
も
な
お
強
い
意
志
で
生
き
て
行
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ

ば
、
肉
体
の
「
彼
」
の
「
会
心
の
微
笑
」
は
、
魂
の
「
彼
」
に
そ
う
し
た

決
意
を
読
み
取
っ
た
結
果
と
し
て
表
れ
た
も
の
で
あ
る
と
取
る
こ
と
が
で

き
る
。

以
上
よ
り
、「
飛
ぶ
男
」
の
テ
ー
マ
に
は
、〈
死
〉
の
恐
怖
に
飲
ま
れ
る

こ
と
な
く
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
力
強
さ
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

〈
死
〉
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
魂
と
肉
体
の
「
彼
」
ら
は
、
そ
の
ま
ま
一

緒
に
〈
死
〉
を
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
意
志
を
同
じ
く
し
て
〈
生
〉
へ
向

か
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
飛
ぶ
男
」
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
ま
で
に
関
連
性
が
指
摘

さ
れ
て
き
た
マ
ラ
ル
メ
「
窓
」
を
手
掛
か
り
に
、
本
文
の
分
析
を
行
っ
て

き
た
。
ま
ず
一
章
で
は
、
魂
と
し
て
の
意
識
を
持
つ
「
彼
」
に
つ
い
て
考

察
し
た
。〈
窓
〉
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
着
目
し
、
魂
の
「
彼
」
と
「
窓
」

の
病
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
理
想
と
す
る
行
く
手
を
遮
断
す
る
〈
窓
〉
の
前

で
足
踏
み
す
る
者
で
あ
る
点
で
、共
通
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
二
章
で
は
、

肉
体
の
「
彼
」
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
夕
暮
れ
時
の
中
を
歩
く
「
彼
」
が
、
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日
没
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
訳
を
探
っ
た
。
そ
こ
で
、

本
作
に
描
写
さ
れ
る
夕
暮
れ
時
の
光
景
に
は
、「
窓
」
と
酷
似
す
る
箇
所

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、「
窓
」
の
夕
焼
け
の
象
徴
性
を
鍵

に
考
察
す
る
と
、
肉
体
の
「
彼
」
は
、
迫
り
来
る
〈
死
〉
を
自
覚
し
て
い

る
た
め
に
、
分
離
し
た
魂
を
取
り
戻
し
て
再
起
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
三
章
で
は
、
作
品
冒
頭
で
二
分
し
て
し
ま
っ
た
「
彼
」

ら
が
、
最
終
的
に
ど
う
な
る
の
か
を
考
察
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
本
作
の
結

末
は
、
魂
と
肉
体
の
「
彼
」
ら
が
再
び
〈
合
一
〉
す
る
こ
と
で
、〈
死
〉

を
迎
え
る
の
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
飛
ぶ
男
」
に
は
、「
窓
」
に

描
か
れ
る
よ
う
な
絶
望
的
な
死
の
あ
り
方
を
否
定
す
る
よ
う
な
箇
所
が
見

ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
相
違
性
に
注
目
し
、
本
作
の
新
た
な
読
み
の
可

能
性
を
探
っ
た
。〈
死
〉
の
気
配
か
ら
目
を
背
け
る
よ
う
に
、
自
由
に
飛

翔
す
る
未
来
を
夢
み
て
い
た
魂
の
「
彼
」
は
、「
終
リ
ノ
日
」
の
体
験
の

中
で
、
結
局
自
分
の
未
来
に
は
〈
死
〉
し
か
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
が
、
そ

の
ま
ま
絶
望
の
果
て
に
〈
死
〉
を
受
け
入
れ
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
肉
体

の
「
彼
」
と
意
志
を
同
じ
く
し
て
生
き
て
行
こ
う
と
す
る
の
だ
と
分
か
っ

た
。「

飛
ぶ
男
」
の
評
価
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
程
、
幻
想
的
、
空
想
的

な
ど
と
い
っ
た
言
葉
が
附
さ
れ
て
き
た
。
福
永
自
身
、「
抽
象
的
な
観
念

を
主
題
に
し
て
も
の（

（1
（

」
と
述
べ
る
。
そ
の
た
め
に
生
じ
た
難
解
さ
が
、
読

み
手
側
に
雰
囲
気
以
上
の
読
み
を
考
え
さ
せ
る
余
地
を
与
え
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
飛
ぶ
男
」
に
は
、
単
な
る
幻
想
譚
で
は
片

付
け
ら
れ
な
い
、
力
強
く
生
き
よ
う
と
す
る
「
彼
」
の
意
識
の
変
化
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）　

福
永
武
彦
『
廃
市
・
飛
ぶ
男
』（
新
潮
社
、
一
九
七
一
年
）
の
「
解

説
」
に
て
。

（
2
）　
「
共
同
討
議
〇
福
永
武
彦
の
作
品
を
読
む
―
―
短
篇
な
ど
」（『
国

文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
十
五
巻
九
号
、
一
九
八
〇
年
）
に
お

け
る
発
言
。

（
3
）　
『
井
上
靖
・
福
永
武
彦
〈
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
72
〉』
曾
根
博
義
編

（
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
）
で
の
「
作
品
鑑
賞
」
に
て
。

（
4
）　
『
詩
学
』（
昭
和
二
十
五
年
六
月
号
）
に
て
、
発
表
さ
れ
た
。

（
5
）　

福
永
武
彦
「
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
に
つ
い
て
の
簡
単
な
ノ
ー
ト
」

（『
世
界
名
詩
集
大
成
三　

フ
ラ
ン
ス
篇
Ⅱ
』
平
凡
社
、
一
九
五
九
年
）

（
6
）　

鈴
木
信
太
郎
『
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
詩
集
考
』
上
巻
（
高
桐

書
院
、
一
九
四
八
年
）

（
7
）　

柘
植
光
彦
「
主
要
モ
チ
ー
フ
か
ら
み
た
福
永
武
彦
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
三
九
巻
二
号
、
一
九
七
四
年
）
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（
8
）　

3
に
同
じ
。

（
9
）　

星
野
久
美
子
「「
飛
ぶ
男
」
―
―
臨
死
の
時
間
」（『
文
藝
空
間
＝

Literary room

』
十
号
、
一
九
九
六
年
）

（
10
）　

和
田
勉
「『
飛
ぶ
男
』
論
」（『
方
位
』
十
二
号
、
一
九
八
九
年
）

（
11
）　

3
に
同
じ
。

（
12
）　

9
に
同
じ
。

（
13
）　

5
に
同
じ
。

（
14
）　

寺
田
光
徳
「
マ
ラ
ル
メ
の
鏡
」（『
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
研

究
』
三
十
九
巻
、
一
九
八
一
年
）

（
15
）　

福
永
武
彦
「
病
者
の
心
」（『
保
健
同
人
』
七
号
、
一
九
五
二
年
）

（
16
）　

福
永
武
彦
『
廃
市
』（
新
潮
社
、
一
九
六
〇
年
）
の
「
後
記
」
で

説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
福
永
武
彦
全
集
』
第
六
巻
（
新
潮
社
、

一
九
八
七
年
）
の
「
序
」
で
も
福
永
は
本
作
を
「
観
念
ふ
う
の
も
の
」

と
位
置
付
け
て
い
る
。

 

（
な
か
じ
ま　

あ
お
い
／
本
学
大
学
院
生
）






