
我
を
燗
み
給
へ
、
わ
が
娘
、
悪
鬼
に
つ
か
れ
て
甚
く
苦
し
む
」
と
言
ふ
。
さ

れ
ど
イ
エ
ス
一
言
も
答
へ
給
は
ず
。
弟
子
た
ち
来
り
諸
ひ
て
言
ふ
。
「
女
を

帰
し
給
へ
・
我
ら
の
後
よ
り
叫
ぶ
な
り
」
答
へ
て
言
ひ
た
ま
ふ
。
「
我
は
イ

ス
ラ
エ
ル
の
家
の
失
せ
た
る
羊
の
ほ
か
に
造
さ
れ
ず
」
女
き
た
り
拝
し
て
言

ふ
。
「
主
よ
、
我
を
助
け
給
へ
」
答
へ
て
言
ひ
給
ふ
℃
「
子
供
の
。
〈
ン
を
と

り
て
、
小
犬
に
投
げ
与
ふ
る
は
善
か
ら
ず
」
女
言
ふ
。
「
然
り
、
主
よ
、
小

犬
も
主
人
の
食
卓
よ
り
お
つ
る
食
屑
を
食
ふ
な
り
」
こ
こ
に
イ
エ
ス
答
へ
て

言
ひ
給
ふ
。
「
女
よ
、
汝
の
信
仰
は
大
な
る
か
な
、
願
の
ご
と
く
汝
に
な
れ
」

娘
こ
の
時
よ
り
癒
え
た
り
。

イ
エ
ス
の
言
う
「
我
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
の
失
せ
た
る
羊
の
ほ
か
に
造
さ

れ
ず
」
は
、
イ
エ
ス
の
伝
道
が
ユ
ダ
ヤ
人
の
み
に
限
る
発
言
で
あ
る
一
方
、

現
実
に
は
カ
ナ
ン
の
女
（
異
邦
婦
人
）
の
信
仰
を
賞
め
て
奇
蹟
を
与
え
て
い
る

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

カ
ナ
ン
の
女
そ
の
辺
よ
り
出
で
き
た
り
、
叫
び

一

イ
エ
ス
こ
こ
を
去
り
て
ツ
ロ
と
シ
ド
ン
と
の
地
方
に
往
き
給
ふ
。
視
よ
、

椎
名
麟
三
「
長

て
「
主
よ
、
ダ
ピ
テ
の
子
よ
、
し
て
も
こ
の
「
マ

い
た

い

谷
間
一
論普

遍
的
な
真
実
と
し
て
、
現
実
に
も
訴
え
る
切
実
さ
を
保
有
し
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

《
カ
ナ
ン
の
女
》
の
母
規
と
し
て
の
切
実
な
叫
び
は
、
子
を
持
つ
親
の
身

と
し
て
、
決
し
て
ひ
と
り
の
叫
び
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て
不
治
の

病
気
で
苦
し
む
子
を
持
つ
親
の
場
合
、
救
わ
れ
難
い
も
の
を
宿
し
て
い
る
よ

う
に
考
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
《
カ
ナ
ン
の
女
》
の
切
実
な
叫
び
は
、
我
を

自
身
に
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

註
１

椎
名
麟
三
の
小
説
『
長
い
谷
間
』
の
主
人
公
は
、
夜
毎
、
地
球
の
終
末
の

妄
想
に
脅
か
さ
れ
て
、
孤
独
の
叫
び
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人

公
《
私
》
は
、
大
塚
と
い
う
二
十
六
歳
の
青
年
、
都
内
の
小
さ
な
支
店
の
方

を
任
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ン
ド
・
バ
ア
の
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
、
責
任
感
の
あ
る
男

で
希
望
を
人
並
に
も
ち
、
「
ど
こ
か
に
小
さ
な
ス
タ
ン
ド
．
、
ハ
ァ
の
店
を
も

点
、
宗
教
上
の
ド
グ
マ
に
矛
盾
が
あ
り
、
ま
た
イ
エ
ス
と
カ
ナ
ン
の
女
と
の

出
会
い
が
史
実
で
な
く
説
話
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
聖
書
解
釈
上
の
見
解
も

あ
る
。
が
し
か
し
、
そ
の
枠
を
離
れ
て
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
を
逸
脱

罫
イ
福
音
書
Ⅲ
一
；
に
お
け
る
《
カ
ナ
ン
の
女
》
の
叫
び
は
、

佐
々
木
啓
一

1

。

且



’
っ
こ
と
」
が
希
望
で
あ
り
、
そ
の
た
め
毎
月
積
み
立
て
の
貯
金
‐
も
や
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
《
私
》
に
、
理
由
も
な
い
の
に
一
年
程
以
前

か
ら
「
あ
の
恥
し
い
考
え
」
が
脳
髄
の
壁
へ
染
み
着
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
「
恥
し
い
考
え
」
と
は
、
こ
の
地
球
に
も
や
が
て
は
終
末
が
や
っ

て
来
る
と
い
う
《
考
え
》
な
の
で
あ
る
。
誰
か
が
予
言
し
て
い
る
よ
う
に
、

ま
た
一
般
的
、
通
俗
科
学
的
常
識
と
し
て
予
想
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の

地
球
の
終
末
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
は
、
お
そ
ら
く
何
億
年
後
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
今
か
ら
と
や
か
く
言
っ
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
し
、
凡
そ
そ
ん
な
こ

と
を
心
配
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
《
私
》
は
、
そ
の
終
末
な
る
も
の
が
「
や
が
て
や
っ
て
来
る
」
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
《
私
》
は
、
自
分
自
身
の
終
末
さ
え
も
耐
え
が
た
い
の

に
、
さ
ら
に
こ
の
地
球
が
滅
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
ど
う
し
て
耐
え
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
自
身
に
詰
問
す
る
。
そ
し
て
、
自
信
も
な
く
、
「
全

く
ど
う
し
て
こ
の
世
界
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
私
に
は
全

く
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
ま
だ
結
婚
も
し
て
い
な
い
、
名
も
な
い
バ

ー
テ
ン
ダ
ー
に
す
ぎ
な
い
男
が
、
こ
ん
な
妄
想
に
魅
入
ら
れ
て
い
る
な
ん
て

い
う
こ
と
は
、
決
し
て
人
に
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
」
と
。
全

く
《
私
》
に
と
っ
て
は
、
耐
え
が
た
い
恥
し
い
《
考
え
》
で
あ
り
、
異
常
な

心
理
で
あ
る
。
精
神
分
裂
病
者
と
断
定
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
果
し
て
椎
名

は
、
主
人
公
に
そ
の
よ
う
な
性
格
づ
け
を
強
い
、
且
つ
ま
た
読
者
に
も
そ
れ

を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
主
人
公
の
実
存
の
姿
勢
を
位
置
づ
け
な

が
ら
、
椎
名
の
発
想
と
問
題
意
識
と
を
、
構
想
の
上
か
ら
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。

ノ

屯

丘
ｉ
Ｌ
》
釘
Ｉ
ｂ

一
一

「
全
く
ど
う
し
て
こ
の
世
界
が
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
私

に
は
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
」
と
意
識
す
る
こ
の
世
界
は
、
《
私
》
の
絶
望
と
そ

一
」
か
ら
惨
み
で
た
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
椎
名
は
、
《
私
》

の
内
面
に
起
っ
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
す
る
た
め
に
、
ど
ん
な
過
程
を
経
て

き
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
勿
論
、
出
世
作
『
深
夜
の
酒
宴
」
の
主
人
公

《
僕
》
（
須
巻
）
の
観
念
癖
の
な
か
に
充
分
そ
の
萠
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
僕
に
は
思
い
出
も
な
い
・
輝
か
し
い
希
望
も
な
い
。
た
だ
現
在
が
堪
え
が

た
い
だ
け
で
あ
る
。
現
在
が
堪
え
が
た
い
か
ら
と
云
っ
て
、
希
望
の
な
い
者

に
は
改
善
な
ど
思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
僕
を
ニ
ヒ
リ
ス
ト
だ
と
思

わ
れ
る
の
は
至
極
道
理
だ
。
だ
が
僕
の
世
界
中
で
一
番
き
ら
い
な
も
の
は
こ

の
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
い
う
奴
な
の
で
あ
る
。
’
一
ヒ
リ
ス
ト
と
聞
い
た
だ
け
で
加

代
に
感
ず
る
よ
う
な
嘔
吐
を
催
す
の
で
あ
る
」
。
『
自
由
の
彼
方
で
』
の
主
人

公
《
清
作
》
も
二
年
間
の
思
想
犯
で
の
服
役
中
、
転
向
上
申
書
に
一
一
ｉ
チ
ェ

を
引
用
し
、
文
庫
本
の
『
こ
の
人
を
見
よ
』
を
読
み
、
出
所
後
は
、
特
高
の

監
視
下
で
偶
然
「
ツ
ァ
ラ
ッ
ウ
ス
ト
ラ
」
を
み
つ
け
て
、
貧
る
よ
う
に
読
む
。

そ
し
て
実
存
哲
学
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
・
〈
－
ス
、
〈

イ
デ
ッ
ガ
ー
も
篦
解
く
が
、
’
一
ｉ
チ
ェ
の
賞
め
て
い
る
三
人
の
作
家
、
シ
ュ

テ
ィ
フ
タ
ー
、
エ
ッ
ヶ
ル
マ
ン
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
む
。
そ
し
て
「
ド

注
２

ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
出
会
っ
た
と
き
文
字
通
り
強
い
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
た
」

の
で
あ
る
。
そ
の
作
品
は
「
悪
霊
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
と
に
か
く
そ
の

『
悪
霊
』
と
い
う
作
品
は
、
私
を
う
ち
の
め
し
た
」
と
同
時
に
、
椎
名
の
一
一

’

二

’



ヒ
リ
ズ
ム
に
思
い
が
け
な
い
一
条
の
光
明
を
与
え
て
呉
れ
た
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
は
私
に
、
た
と
え
人
生
に
解
決
が
な
く
て
も
、
助
け
て
く
れ
え
〃
．

と
叫
ぶ
こ
と
は
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
私
は
、
い
ま
で
も
文
学
の
本
質
は
、
こ
の
叫
び
声
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
。

椎
名
は
ド
ス
ト
エ
ブ
ス
キ
ー
の
口
癖
の
「
苦
悩
を
愛
す
る
」
と
深
い
関
係
を

も
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
椎
名
の
言
を
敷
術
す
れ
ば
、
文
学
と

は
、
こ
の
苦
し
め
る
も
の
の
快
感
を
想
像
力
を
通
し
て
意
識
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
一
人
物
の
叩
き

声
、
，
陰
り
声
は
、
「
長
い
谷
間
』
で
は
《
私
》
の
叫
び
声
と
し
て
《
私
》
の

形
象
化
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
夜
毎
、
睡
眠
薬
が
利
い
て

来
る
ま
で
、
蒲
団
の
な
か
で
轆
転
す
る
。
恐
怖
の
時
間
で
あ
る
。
地
球
の
終

末
が
や
っ
て
く
る
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
は
、
本
人
に
は
妄
想
で
あ
る

と
意
識
し
な
が
ら
、
夜
毎
そ
の
「
考
え
」
が
脳
髄
の
壁
か
ら
浮
か
び
上
っ
て

来
て
、
耐
え
ら
れ
な
い
程
の
苦
悩
で
苛
む
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
避
け

る
こ
と
が
出
来
な
い
・
自
分
の
死
後
の
墓
石
さ
え
も
、
地
球
が
確
実
に
や
が

て
滅
ん
で
し
ま
う
以
上
安
泰
で
あ
り
得
な
い
、
と
考
え
て
地
球
自
身
の
墓
場

さ
え
な
い
こ
と
を
不
安
に
思
う
の
で
あ
る
。
救
っ
て
ほ
し
い
と
衷
心
よ
り
つ

く
づ
く
考
え
る
。
「
全
く
何
と
い
う
妄
想
だ
ろ
う
」
と
嘆
き
な
が
ら
も
、
昨

夜
と
同
じ
よ
う
に
、
《
私
》
は
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
死
ん
で
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
も
地
球
さ
え
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
恐
怖
感

に
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
Ｉ
恐
怖
が
意
識
の
合

間
を
縫
っ
て
主
人
公
へ
お
そ
い
か
か
っ
て
来
る
時
ｌ
そ
の
度
に
ひ
と
り
あ

や
し
げ
な
声
を
出
し
て
岬
く
。
「
た
す
け
て
く
れ
／
」
と
小
さ
く
叫
ぶ
。
ア

椎
塙
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

J

､

1

。
ハ
ー
ト
の
隣
り
の
部
屋
に
聞
か
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ち
や
ん
と

配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
一
一

椎
名
は
、
彼
の
原
体
験
の
系
譜
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
碓
め
る
よ
う
に
、
作
品

に
定
着
し
て
い
っ
た
。
父
母
の
不
義
、
貧
困
、
家
出
、
盗
み
、
傷
害
、
姦
通

…
：
・
・
椎
名
自
身
、
公
言
し
て
い
る
よ
う
に
非
行
少
年
の
典
型
を
戦
前
に
体

験
し
た
の
で
あ
る
。
加
え
る
に
戦
中
の
思
想
体
験
の
被
害
者
で
も
あ
っ
た
。

小
田
切
秀
雄
は
、
強
い
椎
名
批
判
を
や
り
な
が
ら
も
「
か
け
が
え
の
な
い
独

註
３

自
な
作
家
世
界
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
椎
名

程
度
の
波
澗
の
あ
る
人
生
体
験
を
積
ん
だ
作
家
は
外
に
は
な
い
か
と
考
え
て

み
る
と
、
文
壇
に
は
相
当
数
み
え
る
の
で
あ
る
。
梅
崎
春
生
は
、
こ
の
作
品

を
評
し
て
問
題
意
識
の
巨
大
さ
に
驚
き
、
椎
名
の
主
題
の
追
究
の
執
勘
さ
に

舌
を
巻
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
梅
崎
は
「
か
け
が
え
の
な

い
作
家
」
と
言
っ
て
い
る
。
梅
崎
の
発
言
は
、
椎
名
を
暖
味
な
態
度
で
批
評

し
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
戦
後
派
作
家
と
い
う
負
い
目
を
ぬ
き
に
し
て
も
、

実
感
と
し
て
理
屈
抜
き
で
椎
名
を
強
く
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
椎
名
の
発
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
執
念
を
ま
と
も

に
享
け
つ
ぎ
、
内
外
リ
ア
リ
ズ
ム
の
同
時
性
を
形
而
上
学
的
位
置
に
未
解
決

の
ま
ま
吐
き
出
し
て
い
る
方
法
意
識
は
、
椎
名
の
学
問
的
体
系
を
も
た
な
い

雑
学
的
態
度
、
日
常
性
の
も
つ
厭
味
を
引
い
て
み
て
も
、
な
お
残
る
「
か
け

が
え
の
な
い
」
作
家
の
一
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。

㈲
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
悪
霊
』
を
読
ん
で
「
た



す
け
て
く
れ
え
／
・
」
と
叫
び
出
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
か
っ
た
椎
名
は
、
こ
の

作
品
の
主
人
公
に
同
じ
よ
う
に
言
わ
し
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
し
て
こ
の

叫
び
自
体
は
、
《
私
》
の
内
心
の
リ
ア
リ
ズ
ム
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

マ
タ
イ
福
音
書
の
あ
の
《
カ
ナ
ン
の
女
》
の
切
実
な
叫
び
と
同
じ
位
置
を
共

有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
地
下
生
活
者
の

手
記
」
の
歯
痛
を
愛
す
る
男
の
暗
り
声
と
も
共
有
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

こ
の
叫
び
声
こ
そ
《
私
》
本
来
の
故
郷
を
求
め
る
叫
び
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

’
一
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
想
念
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
世
界
は
、
《
私
》
に
と

っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
世
界
で
あ
り
、
睡
眠
薬
を
型
通
り
に
飲
み
干
し

て
蒲
団
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
《
私
》
に
言
わ
し
め
れ
ば
「
こ
の
世
の
こ
と
は

一
切
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」
そ
ん
な
想
念
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
《
私
》

に
と
っ
て
は
、
こ
の
世
界
は
、
私
の
世
界
で
は
な
い
。
本
来
の
故
郷
を
求

め
て
叫
び
な
が
ら
旅
を
つ
づ
け
る
。
と
こ
ろ
が
求
め
る
世
界
は
ど
こ
に
も
な

い
。
私
は
断
末
魔
の
叫
び
声
を
ひ
そ
か
に
あ
げ
て
求
め
る
。
し
か
る
に
、
そ

の
叫
び
は
空
し
く
孤
独
の
私
に
帰
っ
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
萩
原
朔
太
郎
の

『
月
に
吠
え
る
」
初
版
の
自
序
を
紐
解
け
ば
極
め
て
類
似
し
た
心
境
に
ぶ
つ

か
る
。
朔
太
郎
は
、
詩
の
読
者
に
詩
の
表
面
に
表
わ
れ
た
概
念
や
こ
と
が
ら

で
は
な
く
し
て
、
内
部
の
核
心
で
あ
る
感
情
そ
の
も
の
に
感
触
し
て
も
ら
い

た
い
と
い
っ
た
。
詩
人
の
心
の
「
か
な
し
み
」
「
よ
ろ
こ
び
」
「
さ
び
し
み
」

「
お
そ
れ
」
そ
の
他
、
言
葉
や
文
章
で
表
現
し
が
た
い
複
雑
な
特
種
の
感
情

を
、
朔
太
郎
は
詩
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
現
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ズ
ム

は
説
明
で
は
な
い
。
勿
論
朔
太
郎
の
そ
れ
と
問
題
意
識
の
在
り
方
に
は
大
き

な
差
違
が
み
ら
れ
る
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
文
学
的
次
元
で
の
捉
え
方
に
は
共

、

！

四

通
項
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

『
長
い
谷
間
』
の
《
私
》
の
恐
怖
の
叫
び
は
、
毎
夜
、
定
期
的
に
や
っ
て

く
る
。
蒲
団
に
も
ぐ
り
込
む
、
こ
の
世
の
一
切
が
消
え
る
、
死
の
恐
怖
、
地

球
終
末
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
、
あ
や
し
げ
な
岬
き
声
、
「
た
す
け
て
く
れ

／
，
」
の
内
心
の
叫
び
声
、
恥
ら
い
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
喘
ぎ
な
が
ら
考

え
る
。
夜
毎
に
繰
り
返
す
こ
の
想
念
ｌ
妄
想
の
リ
ズ
ム
、
前
述
の
よ
う
に

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
苦
悩
を
愛
す
る
」
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
吟
り
声
の
な
か
に
「
苦
し
め
る
も
の
の
快
感
」
を
表
現
し
て
い

る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
ど
う
い
う
わ
け
で
恐
ろ
し
い
の
か
？
」
と

い
う
質
問
に
対
し
て
主
人
公
は
、
「
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
死
ん
で
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
し
か
も
こ
の
地
球
さ
え
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ

私
を
打
ち
の
め
す
の
で
す
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
「
ど
う
い
う
工

と
い
う
恐
怖
が
合
に
恐
ろ
し
い
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
何
人
も

た
や
す
く
そ
の
心
理
を
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
主
人
公
は
「
た
す
け

て
く
れ
／
，
」
と
い
う
叫
び
声
で
、
内
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
表
現
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
場
合
で
も
、
自
己
の
感
情
の
完
全
な
表
現

を
自
己
に
強
い
る
こ
と
の
容
易
で
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
し

て
想
念
の
複
雑
な
一
三
ア
ン
ス
を
完
全
に
近
い
状
態
で
表
現
す
る
こ
と
は
不

可
能
に
近
い
。
そ
れ
程
個
性
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
普
遍

性
を
宿
し
て
い
る
こ
と
を
特
異
性
の
な
か
に
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

即
ち
作
家
の
問
題
意
識
を
、
読
者
が
意
識
を
通
し
て
把
握
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
↓
２
作
家
が
卓
越
し
た
作
家
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
し
て
そ
の
作
品
が

卓
絶
し
た
方
法
意
識
で
措
定
さ
れ
織
成
さ
れ
て
お
れ
ば
お
る
程
、
読
者
は
意

卜

~
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識
的
に
そ
の
院
路
を
突
破
し
て
そ
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
努
力
す
る
も
の
で
あ

る
。
主
人
公
は
、
お
そ
ら
く
世
の
な
か
の
人
食
は
み
な
健
康
に
平
和
に
熟
睡

し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
何
故
私
だ
け
が
こ
ん
な
ひ
ど
い
目
に
会
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
う
。
病
気
な
の
だ
と
思
い
、
精
神
病
医
か
宗
教

が
救
っ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
め
ぐ
ら
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

結
局
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
考
え
直
し
て
、
さ
ら
に
恐

ろ
し
い
と
思
う
。
「
行
事
だ
。
毎
晩
の
行
事
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
あ
き
ら

め
て
、
ま
た
叫
び
声
を
あ
げ
る
。
こ
の
よ
う
な
想
念
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
主

人
公
が
、
《
私
》
の
外
に
こ
の
叫
び
を
聞
い
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
誰
か
が
叫

ん
で
い
る
。
《
私
》
の
外
で
、
そ
れ
は
し
か
も
《
私
》
の
内
な
る
叫
び
で
あ
る

と
し
た
ら
。
主
人
公
の
父
は
胃
癌
と
診
断
さ
れ
、
父
も
そ
れ
と
な
く
病
名
を

察
知
す
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
店
へ
く
る
客
で
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る

敬
子
、
彼
女
は
《
私
》
の
性
的
対
象
と
し
て
最
後
ま
で
交
渉
を
保
ち
得
る
唯

一
人
の
女
性
な
の
で
あ
る
。
「
お
父
さ
ん
、
ど
う
？
」
と
敬
子
が
た
ず
ね
る

《
私
》
は
敬
子
の
見
舞
の
言
葉
に
侮
辱
を
感
じ
る
。
敬
子
が
、
死
は
勿
論
、

こ
の
世
界
の
終
末
さ
え
な
い
も
の
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
「
父
の
い
だ
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
恐
怖
は
も
ち
ろ
ん
私
の
恐
怖
に

対
し
て
も
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
に
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
よ
う

に
振
舞
っ
て
い
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
父
と
《
私
》
は
、
敬
子
の

立
場
に
対
し
て
対
立
す
る
立
場
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
事
実
あ
と
で
父
を
亡

く
し
た
こ
と
が
、
自
分
の
中
心
を
失
っ
た
気
持
に
襲
わ
れ
る
程
、
今
さ
ら
信

頼
の
気
持
を
確
か
め
る
の
で
あ
る
。
「
私
は
父
と
の
間
に
暗
黙
の
一
致
を
感

じ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
朔
太
郎
を
引
き
合
い
に
出
せ
ば
、
自
分
の
影
に
怪

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

・
凸
Ｉ
‐

し
み
恐
れ
て
吠
え
る
、
疾
患
す
る
犬
の
心
で
あ
る
。
一
犬
吠
え
れ
ば
の
ご
と

く
、
犬
の
遠
吠
え
を
《
私
》
は
聞
い
た
の
で
あ
る
。
父
と
《
私
》
は
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
犬
の
世
界
に
位
置
し
な
が
ら
、
信
頼
を
寄
せ
あ
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
お
互
は
自
分
本
来
の
世
界
を
叫
び
求
め
な
が
ら
で
あ
る
。
微

か
な
犬
の
遠
吠
え
に
も
等
し
い
父
と
《
私
》
と
の
信
頼
の
絆
は
、
父
の
死
に

よ
っ
て
ぶ
つ
つ
り
切
れ
果
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
ん
な
今
と
な
っ
て
は
、
《
私
》

の
ほ
ん
と
う
の
希
望
は
死
ん
で
し
ま
い
、
そ
し
て
父
に
死
な
れ
た
《
私
》
は
、

敬
子
に
対
し
て
す
ら
《
ど
ん
な
態
度
を
と
っ
て
い
い
の
か
、
そ
の
方
途
さ
え

ぐ
ら
つ
い
て
し
ま
っ
た
の
て
あ
る
。
主
人
公
は
、
敬
子
を
前
に
し
て
、
沈
黙

を
命
ず
る
自
分
の
秘
密
を
押
し
切
っ
て
話
す
の
で
あ
る
。
植
田
さ
ん
（
敬
子

の
姓
）
は
、
死
ん
で
も
死
な
な
い
し
、
こ
の
地
球
が
原
爆
で
ふ
っ
と
ん
で
も
、

ほ
う
き
星
と
衝
突
し
て
も
平
気
で
、
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
苦
し
ん
だ
り
、
こ

の
世
の
な
か
が
や
が
て
終
末
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
に
び
く
び
く
し
て
い
る

奴
等
は
馬
鹿
と
い
う
わ
け
な
の
か
、
と
詰
問
す
る
。
そ
ん
な
問
い
の
な
か
に
、

あ
の
苦
し
み
に
歪
ん
で
い
た
父
の
死
顔
を
、
誰
か
ら
も
馬
鹿
に
さ
せ
て
お
く

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
再
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
再
び
父
と
《
私
》

と
は
共
通
の
場
で
の
叫
び
と
な
り
、
秘
密
の
一
部
を
彼
女
に
打
ち
あ
け
た
以

上
、
不
愉
快
な
想
念
を
、
彼
女
に
も
強
い
る
結
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
丁
度
イ
ブ
セ
ン
の
「
野
鴨
」
に
登
場
す
る
グ
レ
ー
ゲ
ル
ス
の
分
身
の
よ
う

に
彼
女
に
迫
る
の
で
あ
る
。

四

伏
線
的
な
方
法
と
し
て
、
「
長
い
谷
間
」
の
初
め
の
部
分
に
、
《
私
》
は

五



歩
き
な
が
ら
意
識
的
に
繰
り
返
し
て
咳
く
の
で
あ
る
。
．
度
、
あ
の
女
に

血
を
流
さ
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
…
．
：
少
く
と
も
毎
晩
の
お
れ
の
よ
う
に
た
す

け
て
く
れ
／
と
い
わ
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
．
：
…
」
と
。
そ
し
て
そ
の
夜
蒲
団

の
な
か
に
も
ぐ
り
込
み
、
例
の
恐
怖
に
お
の
の
き
な
が
ら
、
「
い
つ
か
は
、
こ

の
よ
う
な
私
が
、
私
の
存
在
全
体
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
い
、
私
を
打
ち
倒
し

、
、
、
、
、
、
、
、

て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
な
予
感
さ
え
す
る
。
そ
の
と
き
私
は
、
自
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
も
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
仕
出
か
す
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。
」
（
傍
点
筆
者
）

と
咳
く
。
結
末
は
こ
う
で
あ
る
。
主
人
公
は
敬
子
を
誘
っ
て
何
時
も
の
宿
で

い
つ
も
の
順
序
で
性
的
関
係
を
終
る
。
そ
し
て
彼
女
と
荒
川
堤
を
散
歩
、
総

武
線
の
土
堤
へ
上
る
。
後
ろ
か
ら
抱
き
か
か
え
て
彼
女
を
レ
ー
ル
の
方
へ
引

き
ず
っ
て
ゆ
く
。
「
何
故
？
何
故
な
の
／
，
」
と
満
身
の
力
で
《
私
》
か
ら

逃
れ
よ
う
と
す
る
。
電
車
の
轟
音
が
間
近
に
迫
る
。
《
私
》
の
な
か
に
潜
ん

で
い
た
彼
女
へ
の
敵
意
を
い
ま
や
引
き
出
し
て
し
ま
う
。
．
緒
に
死
ん
で

ほ
し
い
ん
だ
」
「
駄
目
よ
、
大
塚
さ
ん
」
「
レ
ー
ル
が
、
レ
ー
ル
が
ち
が
う

わ
よ
」
電
車
は
轟
然
と
音
を
立
て
て
二
人
の
傍
を
通
り
過
ぎ
て
急
停
車
、
運

転
手
と
車
掌
と
に
事
情
を
聞
か
れ
る
。
そ
の
場
を
ご
ま
か
す
。
心
身
共
に
疲

れ
果
て
た
身
を
喫
茶
店
で
癒
す
。
彼
女
は
先
刻
の
主
人
公
の
仕
打
ち
な
ん
か

忘
れ
て
し
ま
っ
て
で
も
い
る
よ
う
に
煙
草
を
吹
か
し
て
い
る
。
「
ど
う
し
て

わ
た
し
と
．
一
緒
に
死
に
た
く
な
っ
た
の
？
」
そ
ん
な
こ
と
は
、
主
人
公
に
も

す
ぐ
解
答
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
あ
の
と
き
の
一
瞬
の
心

の
動
き
」
：
…
・
Ｉ
「
自
分
で
も
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
仕
出
か
す
に
ち
が

い
な
い
」
（
前
出
）
「
少
く
と
も
毎
晩
の
お
れ
の
よ
う
に
た
す
け
て
く
れ
／

と
い
わ
せ
て
や
ら
な
け
れ
ば
」
（
前
出
）
ｌ
ほ
ん
と
に
一
言
た
す
け
て
く
れ

辛

』
I 〆

一
ハ

と
彼
女
が
心
の
底
か
ら
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
し
か
主
人
公
は
求
め
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
叫
び
声
は
、
い
か
に
他
人
に
頼
ん
だ
り
訴

え
た
り
し
て
も
、
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
が
そ
の
叫

び
声
を
心
か
ら
口
に
し
て
呉
れ
さ
え
す
れ
ば
、
主
人
公
は
、
毎
晩
の
あ
の
お

か
し
げ
な
救
い
が
た
い
恐
怖
心
を
彼
女
に
ま
と
も
に
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で

き
る
ば
か
り
で
な
く
て
「
そ
の
恐
怖
を
と
も
に
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
に
ち

が
い
な
い
と
考
え
た
の
だ
。
主
人
公
は
、
父
亡
き
あ
と
、
彼
女
の
叫
び
声

か
ら
せ
め
て
こ
の
人
類
の
、
少
な
く
と
も
世
界
の
終
末
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
救
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
苦
し
み
や
な
や
み
に
心
か
ら
の
同
感
を
得
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
叫
び
を
、
多
く
の
人
の
叫
び
と
し
て
聞
き
、
多
く

の
人
の
叫
び
を
自
分
の
叫
び
と
し
て
聞
く
、
そ
こ
に
な
に
か
が
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
朔
太
郎
の
言
葉
に
擬
し
つ
つ
言
え
ば
、
我
の
か
な
し
み
は
彼
の
か
な

し
み
で
は
な
く
、
よ
ろ
こ
び
も
ま
た
然
り
。
人
は
一
人
一
人
で
は
、
い
つ
も

永
久
に
恐
ろ
し
い
孤
独
で
あ
る
。
原
始
以
来
、
神
は
幾
億
万
人
と
い
う
人
間

を
造
っ
た
が
、
全
く
同
じ
顔
の
人
間
を
二
人
と
は
造
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て

人
は
単
位
で
生
ま
れ
て
、
永
久
に
単
位
で
死
ぬ
。
と
こ
ろ
が
我
々
は
決
し
て

ぽ
つ
ね
ん
と
切
り
離
さ
れ
た
宇
宙
の
単
位
で
は
な
い
・
顔
、
皮
膚
の
違
い
は

あ
っ
て
も
、
実
際
は
ひ
と
り
ひ
と
り
み
な
同
一
の
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
共
通
を
人
間
同
志
に
発
見
す
る
と
き
愛
が
生
ま
れ
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
「
た
し
か
に
私
は
、
彼
女
を
愛
し
て
い
る
の

だ
。
た
だ
、
ど
う
し
て
も
ほ
ん
と
に
は
愛
せ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
ほ
ん
と
う
に
愛
さ
せ
な
い
も
の
は
、
私
に
は
人
間
と
し
て
も
許
し
が
た
い

と
思
わ
れ
る
も
の
な
の
だ
」
と
言
う
。
主
人
公
に
と
っ
て
は
自
分
の
叫
び
が
、

↑
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戸

自
分
ひ
と
り
の
叫
び
で
な
く
、
多
く
の
人
の
叫
び
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
多

く
の
人
の
叫
び
の
な
か
に
、
自
分
の
叫
び
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
が
、
自
分
に
と
っ
て
の
救
い
で
は
な
い
の
か
・
事
実
に
即
し
て
言
う
な
ら

ば
、
お
互
い
に
危
険
を
冒
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
彼
女
の
口
か
ら
ほ

ん
と
う
の
叫
び
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
彼
女
は

「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
わ
る
い
こ
‐
と
な
の
よ
、
聖
書
を
読
ん
で
み
る
と
い
い

わ
、
今
度
会
う
と
き
持
っ
て
来
て
あ
げ
る
わ
」
と
言
っ
て
別
れ
て
ゆ
く
。
即

ち
聖
書
が
こ
の
作
品
の
最
後
に
出
て
く
る
。
愛
と
死
の
因
果
律
を
左
右
す
る

か
の
よ
う
に
で
あ
る
。
『
赤
い
孤
独
者
』
の
な
か
の
英
子
も
病
室
で
聖
書
を

も
っ
て
い
た
。
主
人
公
は
《
聖
書
に
極
め
て
無
関
心
を
装
う
や
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
「
罪
と
罰
」
の
結
末
の
部
分
の
聖
書
、
即
ち
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ

フ
が
愛
人
ソ
ー
’
一
ャ
か
ら
望
ん
で
持
っ
て
来
さ
せ
た
聖
書
は
、
そ
し
て
ラ
ザ

ロ
の
復
活
の
部
分
は
、
二
人
の
愛
の
因
果
律
を
大
き
く
左
右
し
、
一
方
象
徴

で
で
も
あ
っ
た
が
今
こ
こ
で
は
そ
ん
な
措
定
は
全
然
見
当
ら
な
い
。
む
し
ろ

彼
女
と
別
れ
た
主
人
公
は
、
夜
に
な
る
と
相
変
ら
ず
あ
の
恥
か
し
い
恐
怖
の

躁
鯛
に
任
せ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
彼
女
を
通
し
て
多
く
の
人
の
叫
び

を
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
あ
れ
程
の
衝
動
的
な
大
胆
な
危
険
を
犯
し
な
が
ら

も
、
で
あ
る
。
「
た
す
け
て
く
れ
／
」
の
切
実
な
叫
び
は
、
こ
の
世
界
に
お

け
る
普
遍
的
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
自
分
以
外
の
、
そ
し
て
、
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
り
、
一
応
愛
に
よ
っ
て
連
帯
感
の
上
に
立
っ
て
い
る
彼
女

の
叫
び
を
自
分
の
叫
び
と
し
て
聞
く
、
そ
こ
に
何
も
の
か
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
の
何
も
の
か
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
長
い
谷
間
」
の
主
人
公
の
夜
毎
の
岬
き
と
、
叫
び
の
な
か
に
は
希
望
は
な

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

か
つ
た
。
し
か
し
万
一
希
望
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
昨
き
、
叫
び
の
な
か

に
し
か
な
い
と
い
う
気
が
す
る
の
で
あ
る
。
椎
名
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

の
『
悪
霊
』
及
び
『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
を
評
し
た
な
か
で
、
文
学
の
本

質
は
「
叫
び
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
そ
し
て
吃
り
声
の
な
か
に
苦
し
め
る
も

の
の
快
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
た
。
全
く
耐
え
が
た
い
苦
し
み
に
、

苦
し
み
そ
の
も
の
は
た
し
か
に
苦
し
み
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
快
感
で
も

あ
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
正
体
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
だ
っ
た
と
思
う
、
と
言
っ
て

い
る
。
主
人
公
の
希
望
が
叫
び
の
な
か
に
し
な
い
と
言
っ
た
そ
の
叫
び
は
、

す
で
に
《
私
》
自
身
の
叫
び
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
即
ち
人
生
全
体
、
世

界
全
体
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
苦
し
め
る
も
の
と
、
そ
の

快
感
が
主
人
公
に
も
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
己
の
苦
悩
の
な
か
に
キ
リ
ス

ト
の
い
る
こ
と
を
や
っ
と
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
つ
か
み
得
た
の
で
あ
る
。
思
え

ば
、
文
字
通
り
の
『
長
い
谷
間
」
の
生
活
で
あ
っ
た
。

五

目
で
述
べ
た
よ
う
に
、
想
念
の
複
雑
な
一
三
ア
ン
ス
を
完
全
に
近
い
状
態

で
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
読
者
の
側
と
し
て
は
特
異
性

の
あ
る
ｌ
む
し
ろ
観
念
的
な
風
変
り
な
作
品
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
そ
の
作

品
の
方
法
意
識
を
通
し
て
問
題
意
識
に
迫
り
、
さ
ら
に
本
質
的
な
普
遍
性
を

把
握
す
る
と
い
う
段
階
を
踏
ん
で
ゆ
く
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
・

主
人
公
が
夜
毎
に
苦
し
み
、
叫
び
声
を
発
す
る
根
源
で
あ
る
不
快
な
想
念

ｌ
地
球
の
終
末
が
や
が
て
や
っ
て
く
る
と
い
う
観
念
は
、
椎
名
の
方
法
意

識
と
し
て
、
形
而
上
学
的
な
意
識
操
作
と
幻
想
的
な
意
識
操
作
の
二
つ
の
方

‐
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法
が
使
わ
れ
て
い
る
》
と
考
え
る
。
椎
名
は
こ
の
二
つ
の
方
法
の
狭
間
に
身

を
お
い
て
観
念
の
糸
を
操
り
な
が
ら
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と

註
４

い
う
寸
法
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
椎
名
の
「
美
し
い
女
』
を
論
じ
た
と
き
、

中
村
真
一
郎
著
の
「
形
而
上
的
感
覚
』
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に

再
び
椎
名
に
対
す
る
中
村
の
評
語
を
借
り
れ
ば
、
自
然
主
義
な
リ
ア
リ
ズ
ム

が
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
と
い
う
も
の
は
、
オ
ク
タ
ー
ヴ
の
数
の
非
常

に
少
な
い
楽
器
の
演
奏
の
よ
う
な
も
の
で
、
人
間
の
感
覚
は
も
っ
と
幅
の
広

い
も
の
だ
、
と
い
う
確
信
に
立
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
感
覚
は
、

と
も
す
る
と
低
級
な
意
味
で
の
叙
情
、
感
傷
に
堕
し
て
し
ま
う
と
い
う
恐
れ

も
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
拒
否
す
る
と
観
念
的
、
非
感
覚
的
な
も
の
に
な
り
か

ね
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
形
而
上
的
感
覚
」
の
問
題
は
、
リ

ア
リ
ズ
ム
の
芸
術
で
あ
る
小
説
の
世
界
で
は
非
常
に
難
か
し
い
仕
事
で
あ
る

と
と
も
に
、
ま
だ
ま
だ
こ
の
方
面
は
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
。
現
代
小
説
を

数
篇
読
ん
で
み
て
も
大
概
現
実
が
奇
妙
に
狭
く
な
っ
た
と
い
う
印
象
を
う
け

る
一
方
、
読
者
の
心
が
厚
い
壁
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
、
よ
ろ
こ
び
に

せ
よ
苦
し
み
に
せ
よ
現
実
の
自
由
な
心
の
動
き
が
抹
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

充
分
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
中
村
は
、
「
形
而
上

的
感
覚
」
の
立
場
か
ら
椎
名
文
学
を
高
く
評
価
し
て
、
椎
名
の
小
説
の
情
景

は
、
非
常
に
リ
ア
ル
で
あ
り
な
が
ら
、
「
熱
い
夢
の
風
景
の
よ
う
な
、
形
而

上
的
匂
い
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
が
多
い
」
ど
述
べ
、
し
か
も
現
代
の
文
学

的
状
況
の
な
か
で
は
数
が
少
な
い
と
も
評
し
て
い
る
。
勿
論
中
村
は
、
野
間

宏
と
は
観
念
的
に
は
ち
が
い
を
も
っ
た
「
全
体
小
説
」
を
理
想
と
し
、
現

実
を
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
平
ら
に
切
る
の
で
は
な
く
、
「
社
会
小
説
」

I

に
み
ら
れ
る
平
面
的
な
拡
が
り
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
人
間
精
神
の
様
灸

な
相
、
様
々
な
層
を
同
時
に
捉
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現

実
の
透
徹
し
た
映
像
だ
け
で
な
く
、
夢
や
幻
想
や
美
的
体
験
や
、
時
に
は
病

的
な
幻
想
や
、
宗
教
的
な
晄
惚
感
ま
で
も
含
め
た
「
人
間
の
心
の
全
体
」
を

描
く
小
説
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
椎
名
に
対
す
る
、
ま
た

「
全
体
小
説
」
の
指
摘
に
つ
い
て
の
中
村
の
基
本
的
態
度
に
は
賛
成
す
る
。

従
っ
て
「
長
い
谷
間
』
の
主
人
公
の
病
的
な
幻
想
、
宗
教
的
晄
惚
境
、
性
的

関
係
か
ら
「
人
間
の
心
の
全
体
」
を
描
き
だ
す
方
法
意
識
に
は
異
議
を
挾
む

つ
も
り
は
な
い
が
、
問
題
が
大
き
い
だ
け
に
さ
ら
に
分
析
を
試
み
た
い
。
そ

こ
で
椎
名
の
こ
の
二
つ
の
方
法
意
識
に
視
点
と
論
点
と
を
お
い
て
、
ま
ず
形

而
上
学
的
な
方
法
意
識
を
問
題
に
し
て
み
た
い
・

視
点
に
即
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
－
長
い
谷
間
」
の
作
品
全
体
を
有
機
的

に
支
配
し
て
い
る
プ
ロ
ッ
ト
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
冒
頭
に
あ
る
、

理
由
も
な
い
の
に
一
年
ほ
ど
前
か
ら
こ
の
地
球
に
も
や
が
て
終
末
が
や
っ
て

く
る
と
い
う
考
え
が
突
然
妄
想
と
し
て
主
人
公
の
脳
髄
の
檗
へ
こ
び
り
つ
く
。

こ
の
部
分
は
、
椎
名
自
身
が
担
お
う
と
し
て
い
る
大
き
な
問
題
、
歴
史
的
な
大

問
題
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
大
前
提
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
人
公
に
即

し
て
い
え
ば
、
運
命
と
し
て
課
せ
ら
れ
た
原
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て

プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
数
度
の
こ
の
い
ま
わ
し
い
想
念
の
繰
り
返
し
は
あ
る
が
、

主
人
公
の
基
本
的
態
度
に
は
何
ら
発
展
も
向
上
も
み
ら
れ
な
い
。
勿
論
展
開

の
過
程
に
お
け
る
男
女
関
係
に
は
心
理
的
変
化
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
述
べ
る

ま
で
も
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
夜
と
昼
の
生
活
の
。
〈
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
で

あ
る
。
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
終
末
論
の
形
而

P
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上
学
的
意
義
づ
け
は
、
椎
名
の
制
作
意
図
の
な
か
に
計
上
さ
れ
て
な
か
っ
た

と
み
る
こ
と
か
で
き
な
い
か
。
《
カ
ナ
ン
の
女
》
の
叫
び
、
主
人
公
の
叫
び
、

そ
し
て
敬
子
に
期
待
し
た
叫
び
が
、
軸
を
共
有
し
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
こ
に

普
遍
性
を
見
い
出
し
な
が
ら
神
学
思
想
を
踏
え
た
形
而
上
学
的
次
元
に
ま
で

高
め
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
椎
名
の
大
問
題
の
提
起
の
仕
方
、
即
ち
方
法
意

識
に
、
思
惟
的
態
度
の
不
徹
底
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
平
野
謙
は

椎
名
の
比
較
的
新
し
い
作
品
『
媒
酌
人
』
「
行
き
ち
が
い
』
「
我
等
は
死
者

‐
註
５

と
共
に
」
「
幻
想
の
果
て
』
「
私
生
児
』
な
ど
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的

な
罰
を
受
け
て
そ
の
罰
の
底
か
ら
立
ち
直
る
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
問
題
に
し
、

特
に
「
罪
に
よ
る
連
帯
意
識
」
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
年

の
作
品
で
あ
る
「
長
い
谷
間
』
の
主
人
公
の
発
言
、
想
念
の
一
切
に
「
罪
に

よ
る
連
帯
意
識
」
を
嗅
ぎ
わ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
い
し
た
罪
を
日
常

生
活
の
な
か
で
犯
し
て
い
な
い
主
人
公
が
、
ど
う
し
て
終
末
の
恐
怖
ｌ
神

の
最
後
の
審
判
に
苦
し
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
論
点
と
し
て
以
下
に

述
べ
て
み
た
い
・

椎
名
が
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
な
に
も
彼
の
作
品
に
宗
教

文
学
を
期
待
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
し
て

神
学
上
の
終
末
論
を
作
品
か
ら
嗅
ぎ
わ
け
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く

徒
労
に
等
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
終
末
へ
の
恐
怖
の
繰
り
返

し
を
。
〈
タ
ー
ン
と
し
て
方
法
的
に
利
用
し
て
い
る
以
上
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

何
ら
か
の
問
題
意
識
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
ゞ
へ

て
の
宗
教
が
原
初
の
時
代
か
ら
死
に
対
す
る
な
ん
ら
か
の
解
決
と
し
て
登
場

し
て
き
た
以
上
、
宗
教
は
現
実
の
生
に
も
意
味
を
与
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

主
人
公
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
あ
え
て
解
決
を
与
え
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
、
エ

リ
ー
ト
と
自
負
す
る
特
権
的
階
級
の
悪
辣
な
道
具
と
視
る
の
で
あ
る
。
主
人

公
と
同
じ
ァ
。
ハ
ー
ト
の
女
性
《
池
田
》
と
問
答
す
る
と
こ
ろ
で
、
神
を
信
じ

て
お
れ
ば
、
こ
の
世
界
が
滅
び
て
も
、
人
が
死
う
と
自
分
が
死
の
う
と
大
丈

夫
で
あ
る
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
い
う
が
本
当
か
、
と
詰
問
す
る
と
、
池
田
は

ほ
ん
と
う
に
救
わ
れ
て
い
る
と
教
え
ら
れ
て
い
る
人
だ
と
答
え
る
。
ほ
ん
と

う
に
人
間
が
死
な
な
い
な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
の
世
界
に
終
末
が
や
っ
て
こ
な

い
な
ら
ば
、
つ
ま
り
人
間
が
ほ
ん
と
う
に
救
わ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
何
を
し

て
も
差
支
え
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
主
人
公
は
い
う
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の

終
末
思
想
と
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
終
末
思
想
と
の
間
に
は
、
終
末

の
解
釈
に
大
き
な
隔
り
を
み
る
。
原
始
キ
リ
ス
ト
教
団
に
お
け
る
復
活
の
キ

リ
ス
ト
の
再
臨
の
間
近
い
こ
と
に
対
す
る
幻
想
と
期
待
の
大
き
さ
は
熱
狂
的

な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
か
い
な
い
。
終
末
は
こ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
宗

教
と
な
る
と
と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
に
よ
っ
て
す
で
に
古
い
世
界
は
終

り
、
新
し
い
世
界
が
始
ま
っ
た
と
み
る
。
さ
ら
に
中
世
に
は
い
る
と
、
ギ
リ

シ
ア
的
な
霊
魂
不
滅
の
思
想
と
結
び
、
逆
行
す
る
・
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
が
文

学
と
し
て
よ
く
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
原
始
キ
リ

ス
ト
教
団
が
信
じ
た
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
望
ん
で
い
な
い
は
ず
だ
。
我
炎
が

予
想
し
う
る
こ
の
地
球
の
終
末
は
、
主
人
公
の
あ
の
苦
し
み
と
同
じ
も
の
で

あ
る
。
一
切
が
無
に
帰
し
て
し
ま
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
で
あ
る
。
主
人
公

は
、
性
的
関
係
を
も
っ
て
い
る
敬
子
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
る
関
わ
り
方
を
非
難

す
る
。
何
に
対
し
も
責
任
を
も
た
ず
に
自
由
に
振
舞
い
た
い
た
め
に
、
あ
ん

な
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
利
用
し
、
信
じ
て
い
る
振
り
を
し
て
い
れ
ば

九



そ
れ
で
万
事
世
の
中
が
う
ま
く
わ
た
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。

そ
し
て
そ
ん
な
彼
女
に
、
高
み
か
ら
《
私
》
を
見
下
し
て
暮
し
て
ゆ
こ
う
と

い
う
特
権
意
識
が
働
い
て
い
る
と
見
抜
く
の
で
あ
る
。
彼
女
の
も
つ
社
会
的
、

人
間
的
意
味
は
、
椎
名
の
形
象
化
の
過
程
を
表
現
に
即
し
て
順
序
正
し
く
た
一

ど
っ
て
み
る
と
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
浮
ん
で
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

丁
度
、
拙
論
『
美
し
い
女
』
を
裏
返
し
に
し
た
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
る
。

労
働
者
を
よ
そ
に
、
兄
の
大
邸
宅
に
居
候
と
し
て
住
み
、
自
由
に
振
舞
っ
て

い
る
彼
女
、
ど
こ
に
住
み
、
何
を
食
べ
、
何
を
着
、
何
を
な
そ
う
と
日
常
生
活

の
重
い
配
慮
か
ら
一
切
解
放
さ
れ
て
い
る
彼
女
は
、
一
見
生
き
生
き
と
自
分

の
生
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
眼
に
は
そ
の
よ
う
に
は

映
ら
な
い
。
む
し
ろ
労
働
者
の
お
か
み
さ
ん
、
そ
し
て
工
場
の
ス
ト
ラ
イ
キ

に
声
援
を
お
く
っ
て
協
力
し
て
い
る
彼
女
達
の
方
が
生
き
生
き
と
映
る
の
で

あ
る
。
主
人
公
は
い
う
。
「
少
く
と
も
ぼ
く
は
、
人
間
に
対
し
て
は
責
任
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
の
で
す
。
」
だ
か
ら
人
間
の
苦
悩
や

罪
の
意
識
を
馬
鹿
に
す
る
よ
う
な
人
間
は
許
さ
れ
な
い
。
敬
子
は
そ
の
責
任

や
罪
さ
え
も
馬
鹿
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
彼
女
に
対
し

て
「
聖
物
破
壊
的
な
復
讐
め
い
た
気
持
さ
え
感
じ
は
じ
め
る
」
の
で
あ
る
。
、

こ
の
主
人
公
の
姿
勢
と
そ
の
内
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
の
意
識
の
中
核
に
は
、

キ
リ
ス
ト
教
へ
の
、
否
、
む
し
ろ
神
学
を
含
め
て
教
会
と
い
う
集
団
へ
の
現

実
的
不
満
と
主
張
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
は
し
な
い
か
。
形
而
上
学

的
立
場
か
ら
主
張
す
れ
ば
、
今
日
の
ブ
ル
ト
マ
ン
的
終
末
論
も
単
な
る
人
間

の
意
識
の
操
作
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
教
終
末
論
も
歴
史

を
超
え
て
の
世
界
で
牡
、
単
な
る
意
識
の
事
柄
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現

1

実
的
問
題
で
は
な
い
。
従
っ
て
如
何
に
高
邇
な
終
末
論
的
な
解
釈
も
、
我
々

の
意
識
の
遊
び
に
は
そ
の
程
度
の
寄
与
は
し
て
も
、
こ
の
世
界
の
歴
史
と
現

実
を
動
か
す
能
力
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
を
断
言
す
る
。
即
ち
そ
の

能
力
は
、
あ
く
ま
で
意
識
の
及
ぼ
す
領
域
に
止
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の

肉
体
の
死
を
く
い
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
ご
く
当
然
の
こ
と
な

が
ら
終
末
論
的
な
世
界
観
は
明
ら
か
に
意
識
的
時
間
の
範
嶬
に
属
す
る
の
で

ノ

あ
っ
て
、
決
し
て
、
物
理
的
時
間
の
範
嶢
に
は
属
さ
な
い
の
で
あ
る
。

主
人
公
の
姿
勢
は
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
に
視
点
を
お
け
ば
、
敬
子
と
の
性

的
関
係
は
、
こ
の
関
係
を
通
し
て
の
み
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
抵
抗
が
可
能
で
あ

り
、
ま
た
意
味
を
も
ち
、
彼
女
に
「
た
す
け
て
く
れ
／
」
の
叫
び
声
を
あ
げ

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
行
為
は
「
聖
物
破
壊
的
な
復
讐
」
と

し
て
対
立
し
て
の
み
、
終
末
へ
の
恐
怖
の
現
実
的
解
決
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
キ
リ
ス
ト
教
の
約
束
す
る
死
の
解
決
は
、
す
べ
て
意
識
の
操
作

と
そ
の
極
端
な
形
と
し
て
の
遊
び
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
宗

教
的
人
間
に
は
、
一
方
で
は
我
友
の
欲
に
つ
け
こ
む
詐
欺
的
人
間
が
い
る
と

同
時
に
、
ま
た
他
方
で
は
地
獄
の
火
で
威
嚇
す
る
強
盗
的
人
間
も
い
る
こ
と

を
敬
子
を
媒
介
と
し
て
主
人
公
は
確
認
し
得
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
｜
豆

が
エ
ッ
セ
イ
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
生
ま
れ
る
以
前
、
死
ん
だ
後
の
我
盈

は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
生
き

る
日
の
限
り
の
自
己
を
大
切
に
し
て
充
分
生
き
る
こ
と
を
心
が
け
る
、
と
い

う
こ
と
、
ま
た
、
我
灸
が
死
を
怖
れ
る
の
は
生
き
て
い
る
間
で
あ
っ
て
、
死

ん
で
し
ま
え
ば
死
を
怖
れ
る
自
己
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
死
を
怖
れ
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ
の
シ
チ
リ
ア
の
喜
劇
作
者
エ
ピ
カ
ル
モ
ス
は
「
私

Z
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は
死
ん
で
い
る
の
が
こ
わ
い
の
で
は
な
い
。
死
ぬ
こ
と
が
こ
わ
い
の
だ
」
と

言
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
い
返
し
て
み
る
時
、
主
人
公
の
職
場
で
の
生
き
方
は

本
当
に
仕
事
に
よ
ろ
こ
び
を
見
い
出
し
生
き
生
き
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
椎
名
の
方
法
意
識
の
今
一
つ
の
問
題
、
幻
想
的
な
意
識
操
作
の
点
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
椎
名
の
原
体
験
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
ど

れ
程
方
法
意
識
と
し
て
こ
の
作
品
の
な
か
に
一
貫
し
て
固
執
さ
れ
て
い
る
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
前
述
し
た
中
村
の
「
全
体
小
説
」

の
な
か
で
の
「
病
的
な
幻
想
」
と
い
う
点
に
視
点
と
論
点
を
お
い
て
述
べ
て

み
た
い
。

主
人
公
の
地
球
終
末
の
妄
想
は
、
内
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
は
形
而
上
学

的
意
識
操
作
以
上
に
興
味
あ
る
問
題
で
あ
る
。
主
人
公
の
た
ど
る
妄
想
気
分

乃
至
妄
想
知
覚
に
よ
る
世
界
崩
壊
感
に
は
一
種
の
壮
絶
さ
を
感
じ
る
。
こ
の

崩
壊
感
は
椎
名
自
身
の
思
想
乃
至
は
そ
の
背
景
に
あ
る
自
己
破
壊
的
な
問
題

意
識
の
振
幅
と
決
し
て
位
相
を
異
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
被
害
妄
想
と
ま
で
は
ゆ
か
な
い
ま
で
も
、
明
ら
か
に
異
常
心
理

で
あ
り
、
主
人
公
に
と
っ
て
は
異
常
体
験
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
世
の
中

の
人
灸
は
み
ん
な
健
康
に
平
和
に
熟
睡
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
に
、
何

故
私
だ
け
が
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
目
に
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
わ
か
ら

な
い
、
と
主
人
公
は
眩
く
・
《
私
》
は
や
は
り
病
気
だ
。
精
神
病
医
あ
る
い

は
宗
教
が
こ
の
私
を
救
っ
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か
し

そ
ん
な
も
の
で
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
考
え

る
。
こ
こ
は
明
ら
か
に
主
人
公
の
自
我
の
統
一
性
の
意
識
の
障
害
を
感
ず
る
。

「
行
事
だ
、
毎
晩
の
行
事
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
全
く
そ
れ
だ
け
な
の
だ
、
大

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

し
た
こ
と
あ
り
や
し
な
い
ん
だ
」
と
考
え
る
・
次
の
瞬
間
、
恐
怖
が
私
を
貫

ぬ
き
、
た
と
い
行
事
で
あ
っ
て
も
こ
の
地
球
の
ほ
ろ
び
る
の
は
確
実
だ
と
い

う
気
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
状
態
が
さ
ら
に
つ
づ
け
ば
、
ほ
ん
と
う

に
病
気
に
な
っ
て
し
ま
う
か
、
廃
人
に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
が
、
そ
う

な
っ
て
も
自
分
が
滅
び
、
こ
の
世
界
が
崩
壊
す
る
こ
と
は
確
実
だ
と
考
え
る
。

自
我
に
障
害
の
み
ら
れ
る
主
人
公
は
、
常
に
自
己
の
意
思
に
反
し
て
非
合
理

的
な
観
念
が
意
識
の
上
に
浮
か
ん
で
き
て
、
自
分
で
も
異
常
だ
、
恥
か
し
い

と
思
う
よ
う
な
行
動
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
し
か
も
こ
れ
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
ず
、
い
つ
も
こ
の
異
常
と
閾
っ
て
へ
と
へ
と
に
な
り
健
常
な
意
思

が
敗
れ
て
し
ま
っ
て
苦
悩
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
自
我
意
識
の
、
換
言

す
れ
ば
主
体
性
の
意
識
の
面
で
の
障
害
は
、
こ
の
主
人
公
の
意
識
の
よ
う
に

一
種
の
強
迫
体
験
と
し
て
現
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
自
我
意
識
の
内
外
界
の
統

一
性
の
障
害
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
椎
名
の
死
に
対
す
る
妄
想
と
、

註
６

そ
の
強
迫
体
験
と
を
「
手
帖
」
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

椎
名
は
、
死
の
観
念
が
意
識
の
な
か
に
は
い
っ
て
き
た
の
は
、
随
分
幼
い

と
き
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
観

念
を
与
え
た
の
は
「
実
に
宗
教
な
の
だ
」
と
言
い
、
自
分
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

で
あ
り
な
が
ら
宗
教
と
い
う
も
の
に
抜
き
が
た
い
憎
悪
を
も
っ
て
い
る
の
は
、

宗
教
が
幼
い
私
に
死
と
い
う
観
念
を
教
え
た
か
ら
だ
、
と
断
言
し
て
い
る
。

数
え
年
六
歳
位
の
頃
、
母
に
背
負
わ
れ
て
天
王
寺
の
本
堂
へ
昇
り
、
そ
の
部

屋
の
欄
間
に
掲
げ
て
あ
る
大
き
な
極
彩
色
の
地
獄
絵
図
の
残
忍
さ
を
目
の
あ

た
り
に
み
て
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
シ
ョ
ッ
ク
は
よ
ほ
ど
ひ
ど
か
っ
た
ら
し
い
・

肉
親
の
死
に
直
面
し
て
も
「
あ
の
絵
に
受
け
た
よ
う
な
主
体
的
シ
ョ
ッ
ク
を

一
一
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あ
た
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
恐
ら
く
椎
名
の
原
体

験
と
し
て
は
最
大
の
も
の
に
属
し
て
い
た
に
違
い
な
い
・
そ
の
他
、
母
《
み

す
》
に
関
す
る
追
憶
の
数
え
「
私
に
思
い
う
か
ぶ
の
は
い
つ
も
気
ち
が
い

め
い
た
母
の
姿
だ
け
な
の
で
あ
る
。
」
の
示
す
よ
う
に
、
家
庭
で
の
愛
情
の

な
さ
、
母
が
い
つ
家
出
し
た
り
、
自
殺
し
た
り
す
る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う

恐
怖
（
母
は
最
後
は
自
殺
す
る
）
が
椎
名
の
小
さ
い
胸
を
痛
め
性
格
形
成
の
最

も
重
要
な
時
期
に
歪
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
こ
十
年
程
以

前
か
ら
続
い
て
い
る
心
臓
病
に
よ
る
発
作
の
苦
し
み
も
、
こ
の
作
品
に
な
ん

ら
か
の
形
で
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
原
体
験
が
、

そ
の
ま
ま
の
形
で
、
ま
た
変
形
し
て
文
学
作
品
に
盛
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
は

端
的
に
考
え
た
く
な
い
し
、
個
灸
の
自
伝
的
な
要
素
は
作
品
論
の
直
接
的
対

象
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
そ
の
意
味
で
、
幻
想
的
意
識
操
作
は
直
接
的
に
原
体

験
の
反
映
で
は
な
い
と
断
ず
る
。

た
し
か
に
夜
と
昼
と
の
日
常
性
の
生
活
の
。
〈
タ
ー
ン
の
規
則
的
な
繰
り
返

し
の
な
か
に
、
自
我
あ
る
い
は
人
格
の
分
裂
の
芽
ば
え
が
み
ら
れ
な
い
こ
と

は
な
い
。
前
述
し
た
自
我
の
統
・
一
性
の
障
害
の
現
象
で
あ
る
。
端
的
に
い
え

ば
自
分
の
う
ち
に
自
分
が
二
人
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
《
私
》
は
、

や
は
り
病
気
だ
。
精
神
病
医
あ
る
い
は
宗
教
が
こ
の
私
を
救
っ
て
く
れ
る
か

も
知
れ
な
い
、
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
ん
な
も
の
で
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と

は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
と
考
え
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
一
見
主
人
公

の
自
我
意
識
の
統
一
性
の
障
害
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
自
我
分
裂
と
似
て
い

ｑ

る
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
全
く
ち
が
う
の
で
あ
る
。
即
ち

「
自
分
を
ご
ま
か
す
こ
と
は
さ
ら
に
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
」
と
眩
く
と
こ
ろ
は
、

椎
名
文
学
、
そ
し
て
今
直
接
論
じ
て
い
る
『
長
い
谷
間
』
の
問
題
意
識
は
、

宗
教
文
学
、
キ
リ
ス
ト
教
文
学
が
陥
り
が
ち
な
教
義
中
心
主
義
的
な
発
想
法

を
徹
底
的
に
否
定
し
た
。
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
受
洗
し
て
い
る
敬
子
を
主
人

公
と
の
性
的
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
と
こ
ろ
は
、
椎
名
の
「
聖
物
破
壊
」

の
強
烈
な
問
い
か
け
で
あ
ろ
う
。
鼻
持
ち
な
ら
な
い
自
称
エ
リ
ー
ト
で
あ
る

敬
子
は
、
教
会
と
い
う
権
威
か
ら
漏
れ
る
必
要
悪
と
し
て
の
罪
の
構
造
を
凡

て
自
分
に
体
し
て
い
る
。
丁
度
、
ソ
ー
ニ
ャ
の
エ
ビ
・
コ
ー
ネ
ン
を
意
識
し
て

の
常
識
的
人
間
の
イ
メ
ー
ジ
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
教
的

人
間
は
詐
欺
的
人
間
、
強
溢
的
人
間
の
一
面
も
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
を
椎

名
は
キ
リ
ス
ト
教
界
を
通
し
て
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
椎
名
の
こ
の
作
品
が
あ
く
ま
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
単
な
る
キ

リ
ス
ト
教
に
対
す
る
現
実
的
不
満
と
そ
れ
へ
の
復
讐
、
抗
議
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
。
聖
書
や
教
義
や
儀
式
や
の
、
そ
う
し
た
仮
面
の
奥
に
あ
る

キ
リ
ス
ト
の
ほ
ん
と
う
の
心
、
即
ち
愛
の
普
遍
性
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ほ

ん
と
う
の
愛
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
し
か
成
立
し
な
い
、
と
み
る
椎
名
の
観

念
の
根
源
に
は
教
会
と
い
う
キ
リ
ス
ト
へ
の
媒
介
項
を
離
れ
て
直
接
に
キ
リ

ス
ト
を
交
え
て
人
間
ら
し
い
集
団
を
造
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
な
ら
、
と

い
う
温
か
い
意
識
が
常
に
働
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
、
自
ら
の
責
任
の
自
覚
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現

一
一
一

反
省
す
る
自
我
に
映
る
自
我
の
様
交
な
欲
求
間
の
葛
藤
の
姿
の
文
学
的
な
表

現
で
あ
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

一
ハ



実
の
過
酷
な
生
活
を
精
一
杯
生
き
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
主
人

公
が
た
ど
る
人
生
は
、
方
法
意
識
の
操
作
と
し
て
は
一
見
、
教
会
に
対
す
る

抗
議
者
の
立
場
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
キ
リ
ス
ト
の
心
に
近
く
生
き

る
こ
と
を
切
実
に
希
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
己
矛
盾
の
苦
し
み
が
、

あ
の
悲
恰
な
叫
び
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
《
カ
ナ
ン
の
女
》
の

叫
び
も
、
敬
子
に
期
待
し
た
叫
び
も
、
凡
て
を
一
つ
の
軸
と
し
て
自
覚
さ
せ
、

普
遍
的
事
実
と
し
て
聞
く
こ
と
の
で
き
る
座
標
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
が
存
在

を
占
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
主
人
公
は
キ
リ
ス
ト
の
心
の
ま

椎
名
麟
三
「
長
い
谷
間
」
論

ま
に
生
き
る
隣
人
を
、
自
分
の
近
く
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
昭
和
虹
年
７
月
鴫
日
稿
）

註
１
『
群
像
『
（
昭
和
調
年
１
月
か
ら
５
月
迄
連
載
）

註
２
『
愛
と
自
由
の
肖
像
』
椎
名
麟
三
箸
・
現
代
教
養
文
庫
麹

註
３
『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
』
付
録
⑫
「
椎
名
麟
三
へ
の
反
擬
と
期
待
と
」

註
４
「
椎
名
文
学
論
ｌ
『
美
し
い
女
』
の
制
作
意
図
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
論

究
日
本
文
学
理
号
）

註
５
『
文
学
界
』
（
昭
和
師
年
哩
月
号
）

註
６
『
私
の
人
生
手
帖
』
椎
名
麟
三
著
現
代
教
養
文
庫
畑

】

二


