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一　

は
じ
め
に

　

堀
辰
雄
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」（
後
「
眠
れ
る
人
」
に
改
題
）
は
、
昭
和
四
年

十
月
、『
文
学
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
発
刊
の
辞
「
文
学
の
正
当
な
方

向
を
」（
昭
四
・
九
・
七
～
八
『
読
売
新
聞
』。
初
出
で
は
「『
文
学
』
を
創
刊
す
る
私

達
七
人
の
考
へ
」）
に
て
、
堀
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
今
日
く
ら
ゐ
文
学
上
の
左
翼
と
政
治
上
の
左
翼
と
が
混
同
さ
れ
て
ゐ
る

時
代
は
あ
る
ま
い
。
左
翼
政
党
の
機
関
紙マ
マ

が
私
達
に
は
甚
だ
右
翼
と
し
か

思
は
れ
な
い
作
品
の
み
を
擁
護
し
て
ゐ
る
の
は
、（
中
略
）
私
達
に
は
残

念
だ１
。」

　
「
政
治
上
の
左
翼
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
当
時
盛
ん
で
あ
っ
た
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
そ
れ
に
関
わ
る
運
動
の
こ
と
を
指
す
。
し
か
し
、
こ
れ

と
対
照
さ
れ
て
い
る
「
文
学
上
の
左
翼
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
ま
た
、

「
左
翼
政
党
の
機
関
紙
」
が
、「
右
翼
と
し
か
思
は
れ
な
い
作
品
の
み
を
擁
護

し
て
ゐ
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
。
具
体
的
な
説
明
が
な
い
た

め
に
、
こ
の
点
が
分
か
り
に
く
い
。

　

川
端
康
成
は
堀
の
発
言
に
直
ち
に
反
応
し
、「
文
藝
張
雑２
」
を
書
い
た
。

こ
れ
を
読
む
と
、
先
の
疑
問
点
は
大
分
理
解
し
や
す
く
な
る
。

「
今
日
の
左
翼
の
作
家
は
、
文
学
上
で
は
甚
だ
し
い
右
翼
な
の
で
あ
る
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
、
政
治
上
の
左
翼
の
た
め
に
、
文
学
は
甚
だ
し
い
右
翼
化

を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
文
学
は
わ
れ
わ
れ
の
考
へ
る
進
歩
を
一
時
中
止

し
て
、
退
歩
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。」

　
「
左
翼
の
作
家
」、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者
た
ち
に
よ
る
作
品

は
、
原
則
と
し
て
特
定
思
想
の
宣
伝
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
文
学

作
品
と
し
て
の
進
歩
が
二
の
次
に
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
の
作
品
は
文
学
と

し
て
の
「
進
歩
を
一
時
中
止
し
て
、
退
歩
」
す
ら
始
め
て
い
た
。
つ
ま
り
、

盛
り
込
ま
れ
た
特
定
思
想
が
進
歩
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
文
学
作
品
と
し

て
は
保
守
的
、
と
い
う
よ
り
も
旧
態
依
然
と
し
た
も
の
が
横
行
す
る
事
態
が

現
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
文
学
の
「
右
翼
化
」
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
特
定
思
想
と
関
わ
り
な
く
、
文
学
作
品
と
し
て
従
来
に
な
い
優
れ
た

も
の
を
生
み
出
し
、
進
歩
を
志
す
動
き
は
存
在
し
た
は
ず
だ
が
、「
現
状
の

や
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
評
の
横
行
の
た
め
に
、
文
学
の
左
翼
、
つ
ま
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り
進
歩
的
な
分
子
は
、
殆
ど
顧
み
ら
れ
」
な
か
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
堀
が
憂

慮
し
て
い
た
事
態
で
あ
り
、
川
端
の
懸
念
を
も
引
き
起
こ
し
た
の
だ
っ
た
。

　

川
端
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
、『
文
学
上
の
左
翼
』
に
の
み
、

目
を
転
じ
る
べ
き
時
で
あ
ら
う
」
と
、
特
定
思
想
の
宣
伝
で
は
な
い
、
文
学

そ
の
も
の
の
発
展
へ
の
尽
力
を
呼
び
か
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
堀
の
考
え
を

的
確
に
汲
み
取
り
、
代
弁
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
た
場

合
、
堀
「
文
学
の
正
当
な
方
向
を
」
は
、「
政
治
上
の
左
翼
」
が
文
学
を
退

歩
さ
せ
つ
つ
あ
る
現
状
へ
の
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、「
文
学
上
の
左
翼
」

と
し
て
、
文
学
の
進
歩
を
志
す
こ
と
の
宣
言
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
「
文
学
の
正
当
な
方
向
を
」
が
書
か
れ
た
昭
和
四
年
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
の
全
盛
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
や

ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
ら
が
主
唱
し
た
超
現
実
主
義
が
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
、
注

目
を
集
め
つ
つ
あ
っ
た
。
超
現
実
主
義
に
お
い
て
は
夢
や
無
意
識
が
重
視
さ

れ
る
が
、
堀
も
ま
た
早
く
か
ら
夢
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
作
品
に
導
入
し
て

い
る
。

　

わ
が
国
初
の
超
現
実
主
義
の
機
関
誌
と
さ
れ
る
、『
薔
薇
・
魔
術
・
学
説
』

（
昭
二
・
十
一
～
三
・
二
。
全
四
冊
）
が
創
刊
さ
れ
た
昭
和
二
年
、
堀
は
夢
を
扱
っ

た
小
説
「
眠
り
な
が
ら
」（『
山
繭
』
六
月
号
。
初
出
で
は
「
即
興
」）
を
発
表
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
確
認
で
き
る
堀
の
夢
の
捉
え
方
は
、
超
現
実
主

義
と
は
そ
の
方
法
を
異
に
す
る
。
そ
の
た
め
か
、
夢
と
い
う
共
通
の
対
象
に

関
心
を
持
ち
な
が
ら
、
堀
が
超
現
実
主
義
を
積
極
的
に
受
容
し
た
り
、
関
与

を
試
み
た
り
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
僕
ら
が
あ
た

か
も
超
現
実
主
義
を
方
向
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
考
へ
て
ゐ
る
人
々
の
あ
る

こ
と
は
甚
だ
遺
憾
だ
」（「
超
現
実
主
義
」　

昭
四
・
十
二
『
文
学
』）、
と
の
発
言

ま
で
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
も
ち
ろ
ん
、
注
目
さ
れ
始
め
た
超

現
実
主
義
と
も
距
離
を
置
く
中
、
堀
が
発
表
し
た
小
説
が
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」

で
あ
っ
た
。
だ
が
、
同
時
期
の
堀
の
エ
ッ
セ
イ
類
を
参
照
す
る
と
、
本
作
は

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
超
現
実
主
義
を
無
視
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
節
が
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
に

す
る
こ
と
で
、
昭
和
四
年
と
い
う
時
代
に
お
い
て
、
堀
が
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」

を
書
い
た
意
義
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
を
超
現
実
主
義
、
及
び
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
品
を
読
む
だ
け
で
は
見
え
て

こ
な
い
、
時
代
と
の
関
連
、
及
び
堀
作
品
と
し
て
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
試
み
る
。

二　

わ
が
国
に
お
け
る
超
現
実
主
義
へ
の
批
判

　

超
現
実
主
義
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
を
取
り
入
れ
、
夢
や
無
意
識

を
直
接
の
描
写
の
対
象
と
す
る
。
ブ
ル
ト
ン
「
超
現
実
主
義
宣
言３
」
に
端
を

発
す
る
こ
の
主
張
は
、
昭
和
四
年
頃
の
わ
が
国
で
も
、
広
く
紹
介
や
実
作
が

行
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

飯
島
正
は
、「
夢
は
ジ
グ
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ド
を
得
て
、
藝
術
解
剖
の
重

大
な
る
因
子
と
な
つ
た
。
逆
に
藝
術
は
フ
ロ
イ
ド
に
依
つ
て
、
夢
を
得
た
。

即
ち
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
及
び
ル
イ
・
ア
ラ
ゴ
ン
等
の
超
現
実
主
義
と

な
つ
た４
」
と
、
超
現
実
主
義
発
生
の
経
緯
を
説
明
す
る
。
西
条
八
十
は
、「
フ

ロ
イ
ド
の
精
神
分
析
学
に
影
響
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
多
い
こ
の
派
〔
超
現
実
主

義
〕
の
詩
人
た
ち
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
吾
人
の
潜
在
意
識
の
み
が
偉
大
な
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る
文
藝
作
品
の
創
造
者
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
だ５
」
と
、
超
現
実
主
義
に
お
い

て
「
吾
人
の
潜
在
意
識
」、
す
な
わ
ち
夢
や
無
意
識
の
果
た
す
役
割
の
大
き

さ
を
説
く
。

　

こ
れ
ら
の
解
説
は
、
今
日
に
お
け
る
超
現
実
主
義
の
一
般
的
理
解
と
大
差

な
い
。
こ
の
時
期
、『
詩
と
詩
論
』
等
を
舞
台
に
、
上
田
敏
雄
、
北
園
克
衛
、

春
山
行
夫
と
い
っ
た
詩
人
達
が
、
超
現
実
主
義
に
よ
る
詩
の
実
作
を
試
み
て

お
り
、
上
田
『
仮
説
の
運
動
』（
昭
四
・
五
、
厚
生
閣
書
店
）、
北
園
『
白
の
ア

ル
バ
ム
』（
昭
四
・
六
、
厚
生
閣
書
店
）、
春
山
『
植
物
の
断
面
』（
昭
四
・
七
、

厚
生
閣
書
店
）
と
い
っ
た
詩
集
も
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

作
品
に
対
す
る
周
囲
の
評
価
は
、
必
ず
し
も
高
く
な
い
。

　

三
好
十
郎
は
、
超
現
実
主
義
者
が
「
夢
は
現
実
よ
り
も
切
実
な
現
実
で
あ

る
」
と
い
う
「
標
語
」
を
掲
げ
る
の
み
で
、
こ
の
「
標
語
が
或
る
場
合
に
真

実
性
を
持
つ
こ
と
を
裏
書
き
す
る
に
足
る
様
な
作
品
を
事
実
と
し
て
示
し
て

呉
れ
な
い６
」
と
の
不
満
を
示
す
。
赤
松
月
船
は
、「
こ
れ
こ
そ
正
真
正
銘
の

輸
入
品
だ
ら
う
。
若
し
く
は
輸
入
の
模
造
品
だ
ら
う
。
大
し
た
作
品
が
な
い

の
で
も
そ
れ
が
わ
か
る７
」
と
、
や
は
り
海
外
移
入
の
理
論
と
わ
が
国
に
お
け

る
実
作
の
乖
離
を
指
摘
す
る
。

　
『
地
上
楽
園
』
昭
和
五
年
四
月
号
で
は
、
座
談
会
「
超
現
実
主
義
の
批
判
」

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
松
本
文
雄
は
、「
詩
論
を
意
識
し
て
作
る

詩
は
常
に
論
に
負
け
て
居
て
、
作
品
と
し
て
も
自
分
に
迫
つ
て
来
る
処
が
な

い
」
と
、
先
の
赤
松
と
同
様
の
批
判
を
行
な
う
。
さ
ら
に
同
座
談
会
で
は
、

超
現
実
主
義
詩
人
の
作
品
が
実
際
に
読
み
上
げ
ら
れ
、
批
判
に
さ
ら
さ
れ

る
。
そ
の
中
の
一
つ
、
春
山
行
夫
「
ポ
エ
ジ
イ
」（『
新
興
詩
人
選
集
』　

昭
五
・

一
、
文
藝
社
）
に
対
し
、
白
鳥
省
吾
は
、「
何
等
の
詩
的
感
動
の
な
い
の
に
、

ど
う
や
ら
外
国
の
シ
ユ
ウ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の
詩
ら
し
い
物
に
捏
ね
上
げ
て
見

や
う
と
言
ふ
哀
れ
な
恥
ず
可
き
作
品
に
過
ぎ
な
い
様
だ
」、
と
切
っ
て
捨
て

る
。
題
名
か
ら
し
て
「
批
判
」
と
銘
打
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
手
厳
し
い
の

は
当
然
な
の
だ
が
、
批
判
の
内
容
自
体
は
、
先
の
三
好
や
赤
松
と
も
共
通
す

る
。
ど
う
や
ら
、
理
論
ば
か
り
が
先
行
し
、
実
作
が
追
い
付
い
て
い
な
い
と

い
う
の
が
、
超
現
実
主
義
に
懐
疑
的
だ
っ
た
人
々
が
共
通
し
て
抱
い
た
不
満

で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

こ
の
不
満
は
、
堀
辰
雄
も
ま
た
共
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
超
現
実
主

義
の
作
品
を
い
か
に
多
く
読
ん
で
見
て
も
、
そ
の
理
論
ほ
ど
面
白
い
も
の
に

ぶ
つ
か
ら
な
い
」（「
す
こ
し
独
断
的
に
」　

昭
五
・
四
・
二
十
八
『
帝
国
大
学
新
聞
』）。

三　

夢
に
対
す
る
堀
辰
雄
の
捉
え
方

　

堀
辰
雄
は
、
超
現
実
主
義
の
理
論
に
「
面
白
い
」
と
の
理
解
を
示
し
て
い

る
が
、
夢
に
対
す
る
捉
え
方
は
、
わ
が
国
の
超
現
実
主
義
者
た
ち
の
そ
れ
と

は
異
な
る
。
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
先
に
挙
げ
た
堀
の
小
説
「
眠

り
な
が
ら
」（
昭
二
・
六
）
を
見
て
お
こ
う
。

　

語
り
手
の
「
僕
」
は
、
眠
り
に
入
る
直
前
、
次
の
よ
う
な
不
思
議
な
経
験

を
す
る
。

「
小
さ
な
動
物
〔
蠅
〕
が
光
の
中
に
狂
ほ
し
く
飛
び
ま
は
る
の
を
、
ま
だ

眠
ら
ず
に
ゐ
た
私
の
半
身
が
（
中
略
）
注
意
深
く
見
つ
め
て
ゐ
る
間
に
、

す
で
に
眠
り
に
浸
つ
て
ゐ
た
私
の
半
身
は
、
私
の
ま
は
り
の
光
を
電
気
の

光
と
は
気
づ
か
ず
に
異
様
な
も
の
と
し
て
感
じ
た
の
で
す
。」

　
「
僕
」
は
「
ま
だ
眠
ら
ず
に
ゐ
た
」「
半
身
」
と
、「
す
で
に
眠
り
に
浸
つ

て
ゐ
た
」「
半
身
」
に
分
裂
し
、
後
者
は
た
だ
の
電
気
の
光
を
「
異
様
な
も
の
」
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と
感
じ
る
。
二
つ
の
「
半
身
」
に
分
裂
し
た
一
方
が
、
普
段
か
ら
見
慣
れ
た

あ
り
ふ
れ
た
も
の
を
、
特
異
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
こ
こ
に
は
、
ジ
ャ
ン
・

コ
ク
ト
オ
の
小
説
「
グ
ラ
ン
・
テ
カ
ア
ル
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る８
。

「
影
の
半
身
と
光
の
半
身
。（
中
略
）
地
球
の
半
分
が
眠
る
と
き
、
他
の

半
分
は
働
い
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
夢
を
見
て
い
る
半
分
か
ら
こ
そ
、
な

べ
て
の
神
秘
な
力
は
発
散
す
る
。
／
（
中
略
）
人
間
の
本
然
の
声
が
聴
か

れ
る
の
は
、
こ
の
眠
り
の
半
身
の
中
で
だ９
。」

　

二
つ
の
「
半
身
」
の
一
方
は
目
覚
め
て
お
り
、
他
方
は
眠
っ
て
い
る
、
す

な
わ
ち
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
に
あ
る
と
い
う
点
が
、「
眠
り
な
が
ら
」
の

「
僕
」
と
共
通
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
最
後
の
一
文
で
、
眠
り
の
中
で
こ
そ

「
人
間
の
本
然
の
声
が
聴
か
れ
る
」、
す
な
わ
ち
そ
の
人
間
の
本
質
が
あ
ら
わ

に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
完
全
に
入
眠
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
本
質
を
捉

え
る
の
は
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
直
前
で
あ
れ
ば
、
眠
り
の
中
に

現
わ
れ
た
人
間
の
本
質
を
、
ま
だ
目
覚
め
て
い
る
半
身
が
捉
え
る
こ
と
が
可

能
に
な
る
。
な
ら
ば
、
半
ば
夢
に
入
り
つ
つ
あ
る
入
眠
直
前
の
状
態
こ
そ
、

普
段
は
目
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
、
人
間
の
意
外
な
本
質
を
捉
え
る
絶
好
の

機
会
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
瞬
間
、「
眠
り
の
半
身
」
は
確
か
に
夢
を
見
つ
つ
あ
る
が
、
目
覚
め

て
い
る
半
身
は
ま
だ
現
実
世
界
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
夢
は
現
実
と
完
全
に

切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
後
の
「
ジ
ゴ
ン
と
僕
」（
昭
五
・
五

『
文
藝
春
秋
』）
で
は
、
夢
と
現
実
が
混
淆
し
た
世
界
が
、
よ
り
明
確
に
描
か

れ
る
。

「
夢
が
僕
の
生
活
の
大
半
を
占
め
た
。
現
実
と
夢
と
が
混
同
さ
れ
出
し

た
。（
中
略
）
眼
を
さ
ま
し
て
ゐ
る
時
も
、
夢
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
つ
て

生
き
た
。（
中
略
）
僕
は
、
夢
の
中
で
の
や
う
に
、
そ
の
瞬
間
ま
で
の
僕

の
記
憶
の
全
部
を
、
現
実
の
上
に
、
秩
序
な
く
並
べ
る
の
で
あ
る
。
色
硝

子
の
破
片
を
散
ら
ば
せ
た
カ
レ
エ
ド
ス
コ
ー
プ
の
や
う
に
。
そ
し
て
そ
れ

を
僕
は
、
す
ば
ら
し
く
新
鮮
に
見
出
し
たＡ
。」

　

本
作
の
語
り
手
「
僕
」
は
、
夢
と
現
実
が
曖
昧
に
な
っ
た
状
態
を
生
き
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
昼
間
見
た
も
の
が
撹
拌
さ
れ
、
再
構
成
さ

れ
る
こ
と
で
夢
が
生
成
さ
れ
る
「
夢
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
ろ
う
。「
眠
り

な
が
ら
」
に
影
響
が
見
ら
れ
た
「
グ
ラ
ン
・
テ
カ
ア
ル
」
に
は
、「
人
間
の

本
然
の
声
が
聴
か
れ
る
の
は
、
こ
の
眠
り
の
半
身
の
中
で
だ
」
と
の
一
節
が

あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
夢
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
関
連
付
け
れ
ば
、
現
実
で
の
経

験
が
再
構
成
さ
れ
る
過
程
で
夾
雑
物
が
排
除
さ
れ
、
現
実
で
は
見
る
こ
と
の

難
し
い
、
人
間
の
本
質
が
姿
を
見
せ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
現
実
と
夢

と
が
混
同
さ
れ
」
た
世
界
を
、「
夢
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
生
き
る
「
僕
」

が
、
現
実
の
再
構
成
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
夢
を
「
す
ば
ら
し
く
新
鮮
に
見
」

る
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
過
程
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
二
つ
の
堀
作
品
に
お
け
る
、
夢
に
関
す
る
記
述
を
検
討
す
れ
ば
、
夢

と
現
実
の
あ
わ
い
、
両
者
が
混
淆
し
た
状
態
に
お
い
て
こ
そ
、
人
間
の
本
質

を
よ
り
確
実
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
の
考
え
が
浮
か
び
上
が

る
。
し
た
が
っ
て
、
夢
の
み
を
描
写
の
対
象
と
す
る
超
現
実
主
義
と
異
な
り
、

堀
辰
雄
に
と
っ
て
夢
は
現
実
と
地
続
き
で
捉
え
て
こ
そ
、
創
作
上
意
味
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。

　
「『
夢
』
を
『
現
実
』
よ
り
も
よ
り
真
の
経
験
で
あ
る
と
さ
へ
考
へ
るＢ
」
超

現
実
主
義
は
、
夢
を
特
異
な
も
の
と
し
て
捉
え
表
現
す
る
た
め
か
、
内
容
及

び
こ
れ
を
描
く
文
体
が
突
飛
さ
や
難
解
さ
を
帯
び
、
理
解
が
困
難
な
場
合
が
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あ
る
。
超
現
実
主
義
の
作
品
が
多
く
の
批
判
を
受
け
た
の
は
、
こ
う
し
た
点

に
も
起
因
し
て
い
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
堀
作
品
の
場
合
、
夢
を
現
実
と
地
続

き
の
も
の
と
し
て
表
現
す
る
た
め
、
内
容
や
文
体
は
現
実
原
則
を
大
き
く
無

視
し
た
も
の
で
は
な
く
な
る
。
微
妙
な
差
異
で
は
あ
る
が
、
夢
を
現
実
と
完

全
に
切
り
離
す
の
で
は
な
く
、
現
実
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

堀
の
方
法
は
、
夢
に
対
す
る
捉
え
方
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ

の
作
品
を
超
現
実
主
義
の
も
の
と
分
か
つ
最
大
の
相
違
点
と
な
る
。
こ
の
こ

と
は
、
堀
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　

前
掲
「
超
現
実
主
義
」
で
は
、
堀
も
ま
た
超
現
実
主
義
者
と
同
様
、「『
夢
』

か
ら
多
く
の
も
の
を
借
り
て
ゐ
る
」
こ
と
を
認
め
る
。
そ
の
上
で
、「
僕
ら

は
『
夢
』
を
『
現
実
』
以
外
の
も
の
と
は
考
へ
な
い
の
だ
。（
中
略
）
僕
ら

は
『
現
実
』
を
新
し
い
角
度
と
速
度
と
を
も
つ
て
見
る
た
め
に
の
み
『
夢
』

を
借
り
る
に
過
ぎ
な
いＣ
」
と
、
夢
と
現
実
を
地
続
き
で
捉
え
る
発
想
を
強
調

す
る
。
ま
た
、「
僕
一
個
の
見
地
か
ら
」（
昭
五
・
一
『
文
学
時
代
』）
で
は
、

こ
の
発
想
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
言
及
し
て
い
る
。

「
僕
は
（
中
略
）
夢
と
現
実
と
の
微
妙
な
関
係
を
も
つ
と
追
求
し
て
み
た

い
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
現
実
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
合
計
と
、

夢
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
合
計
と
は
、
同
値
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
の

だ
。
そ
し
て
夢
は
裏
返
し
に
さ
れ
た
現
実
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
ら
う
と
思

は
れ
る
の
だ
。」

　

た
だ
し
、
超
現
実
主
義
と
異
な
る
発
想
を
強
調
す
る
の
は
、
批
判
の
た
め

で
は
な
く
、
夢
に
対
す
る
自
己
の
捉
え
方
に
、
堀
が
強
い
自
負
を
抱
い
て
い

た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
堀
に
は
超
現
実
主
義
に
関
し
、
そ
の
意
義
を
認
め

る
発
言
も
あ
る
。
前
掲
「
す
こ
し
独
断
的
に
」
で
は
、
超
現
実
主
義
が
「
藝

術
の
見
方
を
一
変
さ
せ
た
」
と
述
べ
、
そ
の
「
見
方
」
の
内
実
を
、「『
現
実

よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
。』
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
確
実
に
、
し
つ
か
り
と
捕

ま
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
に
よ
つ
て
、
藝
術
の
作
品
の
価
値
は
決
定
さ
れ
る
と
い

つ
て
よ
い
」、
と
説
明
す
る
。
こ
の
「
藝
術
の
見
方
」
を
堀
が
重
視
し
て
い

た
こ
と
は
、「
超
現
実
主
義
を
も
つ
て
詩
の
か
ぎ
0

0

と
す
る
こ
と
」
と
、
同
エ
ッ

セ
イ
の
末
尾
で
主
張
し
て
い
る
点
か
ら
明
ら
か
だ
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
実
践
す
る
上
で
、
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
、
両
者
が
混
淆

し
た
状
態
に
て
、
本
来
容
易
に
は
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
対
象
の
本
質

を
捉
え
る
こ
と
は
、「
現
実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
を
見
出
し
表
現
す

る
絶
好
の
手
段
と
な
り
得
る
。
堀
は
「
現
実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
を

捉
え
、
作
品
に
定
着
す
る
際
に
、
夢
、
そ
れ
も
現
実
と
地
続
き
の
夢
を
、
創

作
上
有
効
な
方
法
と
し
て
利
用
し
得
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
実
際
、

夢
と
現
実
を
地
続
き
で
捉
え
、
創
作
に
利
用
す
る
主
張
は
、
昭
和
四
～
五
年

に
集
中
し
て
い
る
。「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
時
期
に
書

か
れ
た
。

四　

�「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
に
お
け
る�

「
現
実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
の
定
着

　
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ウ
ポ
オ
「
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」

の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
槇
山
朋
子
が
指
摘
し
て
い
るＤ
。「
モ
ン
・

パ
リ
変
奏
曲
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
語
り
手
の

「
僕
」
は
、
巴
里
の
夜
を
女
と
共
に
あ
て
も
な
く
歩
く
。
や
が
て
「
僕
」
は
、

「
巴
里
で
は
、
こ
の
対
象
の
な
い
情
熱
を
消
し
、
目
的
の
な
い
散
歩
を
終
ら

せ
る
程
に
力
強
い
の
は
唯
死
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
あ
るＥ
」
こ
と
、「
死
骸
は



〔　　〕40

僕
た
ち
を
永
遠
な
る
も
の
に
ぶ
ち
あ
て
る
」
こ
と
を
知
る
。

　

作
品
を
読
む
限
り
、
主
人
公
は
無
個
性
な
語
り
手
「
僕
」
と
い
う
よ
り
、

巴
里
と
い
う
街
そ
の
も
の
の
よ
う
だ
。
夜
の
時
間
に
、
街
は
そ
の
正
体
を
見

せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
時
街
は
眠
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
作

品
を
閉
じ
る
次
の
一
節
か
ら
分
か
る
。

「
夜
が
明
け
た
。
巴
里
は
、
か
じ
か
ん
で
、
眠
り
は
じ
め
た
。
…
…
」

　

堀
辰
雄
の
考
え
で
は
、夢
は
現
実
と
地
続
き
で
あ
り
、そ
の
中
で
こ
そ
「
現

実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、「
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」
で
は
、
街
が
目
覚
め
て
い
る
夜
と
、
眠

り
始
め
る
朝
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

そ
こ
で
今
一
度
結
末
に
至
る
部
分
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
主
人
公
が
巴

里
の
正
体
を
知
っ
た
の
は
、「
夜
が
明
け
」、
街
が
「
眠
り
は
じ
め
」
る
寸
前
、

す
な
わ
ち
未
明
時
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
時
街
は
覚
醒

と
睡
眠
、
す
な
わ
ち
現
実
と
夢
の
あ
わ
い
、
両
者
が
混
淆
し
た
状
態
に
あ
っ

た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
街
は
本
来
容
易
に
は
見
せ
な
い
そ
の
正
体
を
、

「
僕
」
に
一
瞬
垣
間
見
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
堀
「
眠
り
な
が
ら
」

（
昭
二
・
六
）
に
て
、
覚
醒
と
睡
眠
の
あ
わ
い
に
あ
っ
た
「
僕
」
に
、
何
気
な

い
対
象
（
電
気
の
光
）
が
特
異
な
姿
を
見
せ
た
こ
と
と
重
な
る
。
堀
が
「
モ

ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」
に
着
目
し
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
こ
う
し
た
自
作
と

の
類
似
点
が
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
の
語
り
手
の
あ
り
方
は
、「
モ
ン
・
パ
リ
変

奏
曲
」
と
大
き
く
異
な
る
。

「
僕
は
一
日
中
の
あ
ら
ゆ
る
時
間
を
夢
み
る
。
現
在
を
す
ら
夢
み
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
夢
と
現
実
と
が
重
な
り
合
ふ
。
僕
に
は
何
処
か
ら
何
処
ま
で

が
夢
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
で
あ
る
の
か
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
いＦ
。」

　
「
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」
の
語
り
手
が
一
貫
し
て
目
覚
め
て
い
た
の
に
対

し
、「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
の
「
僕
」
は
常
に
眠
気
に
襲
わ
れ
て
お
り
、
目
覚

め
て
い
る
瞬
間
が
あ
る
の
か
ど
う
か
す
ら
怪
し
く
、
現
実
と
夢
の
境
界
は
曖

昧
に
な
っ
て
い
る
。
展
開
す
る
出
来
事
は
、
野
球
観
戦
や
女
性
と
の
食
事
な

ど
、
日
常
的
な
こ
と
が
多
く
、
文
体
面
で
も
非
現
実
さ
や
突
飛
さ
は
殆
ど
感

じ
さ
せ
な
い
。
し
か
し
、
主
人
公
の
状
態
か
ら
考
え
て
、
そ
の
体
験
が
夢
で

な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
を
判
断
す
る
手
掛
か
り
は

作
中
か
ら
見
出
せ
な
い
。

　

ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
起
こ
り
得
る
夢
の
世
界
を
、
突
飛
な
文
体
で
描
く

と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
り
ふ
れ
た
出
来
事
を
、
平
易
と
も
言
え
る
文
体
で

描
く
。
た
だ
し
、
語
り
手
は
特
異
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
語
ら
れ

る
出
来
事
が
夢
な
の
か
現
実
な
の
か
を
判
断
す
る
の
は
困
難
に
な
る
。
個
々

の
出
来
事
は
「
僕
」
の
現
実
の
体
験
な
の
か
、
そ
れ
と
も
夢
の
内
容
が
語
ら

れ
て
い
る
の
か
。
平
易
な
文
体
は
、
多
様
な
解
釈
を
読
者
に
許
す
。
だ
が
そ

れ
は
、
夢
と
現
実
が
判
別
不
可
能
な
ま
で
に
入
り
混
じ
っ
た
特
異
な
世
界

が
、
作
中
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
突
飛
さ
や
難
解
さ

を
感
じ
さ
せ
な
い
文
体
な
が
ら
、
厳
密
に
考
え
た
場
合
、
作
品
は
こ
う
し
た

複
雑
さ
を
抱
え
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
僕
」
は
、「
何
か
見
知
ら
な
い
も
の
」
を
持
つ
茉
莉
と
い
う
女
性
に
魅
か

れ
る
。
夜
と
昼
の
区
別
す
ら
も
は
や
判
然
と
し
な
い
中
、「
僕
」
は
彼
女
と

行
動
を
共
に
す
る
。
そ
の
中
で
、
茉
莉
に
魅
か
れ
る
理
由
が
死
で
あ
る
こ
と

が
、
突
如
判
明
す
る
。
ど
う
や
ら
、「
僕
」
は
最
初
か
ら
死
そ
の
も
の
に
魅

か
れ
て
い
た
ら
し
く
、
茉
莉
は
目
に
見
え
な
い
死
へ
と
い
ざ
な
う
媒
介
に
過
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ぎ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
死
に
魅
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
後
に
は
、
も

は
や
彼
女
へ
の
興
味
す
ら
消
失
し
た
「
僕
」
は
、「
死
そ
の
も
の
が
僕
を
魅

す
る
」
と
ま
で
断
言
す
る
。

　

女
と
行
動
す
る
中
で
、
突
如
（
抽
象
的
な
）
死
に
出
会
う
と
い
う
流
れ
は
、

「
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」
と
重
な
る
。
ま
た
、
死
こ
そ
が
対
象
（
こ
こ
で
は
「
僕
」

が
魅
か
れ
る
茉
莉
）
に
潜
む
魅
力
の
根
源
と
い
う
図
式
は
、
コ
ク
ト
オ
「
職
業

の
秘
密
」
を
連
想
さ
せ
るＧ
。

「
生
地
の
ま
ま
の
ポ
エ
ジ
イ
は
そ
れ
に
嘔
吐
を
感
じ
る
者
を
生
か
さ
せ

る
。
こ
の
精
神
的
嘔
吐
は
死
か
ら
来
る
。
死
は
生
の
裏
側
だ
。
我
々
が
死

を
見
つ
め
る
こ
と
を
得
ず
、
し
か
も
死
が
我
等
の
織
物
の
緯
を
成
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
感
情
が
い
つ
も
我
々
に
つ
き
ま
と
つ
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
た
め

で
あ
るＨ
。」

　

詩
を
詩
た
ら
し
め
、
魅
力
的
に
す
る
ポ
エ
ジ
イ
は
、
死
と
不
可
分
に
結
び

付
い
て
い
る
。
こ
の
一
節
を
堀
は
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
で
何
度
か
利
用
し
て
い

るＩ
の
で
、
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
堀
は
、「
現
実
よ

り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
が
「
ど
れ
だ
け
確
実
に
、
し
つ
か
り
と
捕
ま
へ
ら

れ
て
ゐ
る
か
」
を
、「
藝
術
の
作
品
の
価
値
」
を
判
断
す
る
基
準
と
し
た
。

見
慣
れ
た
「
生
の
裏
側
」
に
隠
れ
、
容
易
に
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
死
は
、「
現

実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
く
、
こ
れ
が
（
や
や
唐
突

で
は
あ
る
が
）
見
出
さ
れ
る
過
程
が
、
本
作
で
は
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
執
筆
に
あ
た
り
、「
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
」
が
参
考
に

さ
れ
た
の
は
、「
現
実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
た
る
死
を
見
出
す
作
品

内
容
に
、
堀
が
魅
か
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し

て
、
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
、
両
者
が
混
淆
し
た
状
態
で
「
現
実
よ
り
も
つ
と

現
実
な
も
の
」
が
、
姿
を
見
せ
る
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
作
品
と
し
て
の
進
歩
ど
こ
ろ
か
停
滞
を
見
せ
、
既

に
後
退
す
ら
始
め
て
い
る
。
超
現
実
主
義
は
、
新
た
な
作
品
を
生
み
出
す
可

能
性
を
秘
め
な
が
ら
、
ま
だ
注
目
す
べ
き
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
、
超
現
実
主
義
だ
け
で
な
く
、
堀
自
身
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
現
状
を
打
開
す
る
に
は
、
新
し
い
方
法
や
観
念
を
押
し
出
し
た

「
文
学
上
の
左
翼
」
と
し
て
活
動
し
、
わ
ず
か
で
も
歩
を
進
め
る
し
か
な
い
。

こ
れ
が
当
時
堀
の
抱
い
て
い
た
危
機
感
で
あ
り
、
信
念
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
に
気
付
い
た
人
間
も
、
少
数
な
が
ら
存
在
し
た
。
吉
村
鐵
太
郎

は
、
過
去
の
心
境
小
説
家
た
ち
の
衰
退
に
つ
き
、「
在
来
の
方メ
ト

法オ
ド

に
は
ま
る

や
う
な
材
料
ば
か
り
捜
し
て
方メ
ト

法オ
ド

自
体
に
つ
い
て
は
一
向
注
意
し
な
か
つ

たＪ
」
こ
と
に
原
因
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
堀
辰
雄
は
今
少
く
と
も

方メ
ト

法オ
ド

を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
本
式
の
方
法
を

覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
」
と
、「
眠
つ
て
ゐ

る
男
」
に
お
け
る
堀
の
方
法
意
識
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
か
つ
て
堀
の
「
文
学
の
正
当
な
方
向
を
」（
昭
四
・
九
・
八
）
を
支

持
し
た
川
端
康
成
は
、「〔「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
に
〕
私
は
新
し
い
健
康
を
さ

へ
感
じ
る
の
で
あ
る
。
真
理
を
ゆ
が
め
る
た
め
の
技
術
─
─
と
、
片
岡
〔
鐵

兵
〕
氏
が
感
じ
る
と
こ
ろ
に
、
真
理
を
さ
ぐ
る
新
し
い
触
手
を
感
じ
るＫ
」
と
、

新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
堀
の
意
図
を
認
め
て
い
る
。

　

少
数
と
は
い
え
行
き
届
い
た
理
解
を
得
ら
れ
た
こ
と
は
、
堀
の
実
践
が
無

為
で
は
な
か
っ
た
こ
と
の
、
何
よ
り
の
証
左
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
従
来
に

な
い
新
し
い
価
値
や
意
義
を
持
つ
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
文
学
を
一
歩



〔　　〕42

で
も
前
進
さ
せ
る
「
文
学
上
の
左
翼
」
た
ら
ん
と
し
た
堀
の
信
念
こ
そ
、
本

作
か
ら
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
関
係

　

作
品
の
内
容
か
ら
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、「
眠
つ
て
ゐ

る
男
」
と
い
う
題
名
は
、
明
ら
か
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
視
野
に
入
れ
て

い
る
。
本
作
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
四
年
頃
、
超
現
実
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
を
結
び
付
け
る
動
き
は
、
確
実
に
存
在
し
て
い
た
。

　

飯
島
正
は
、「
作
品
の
傾
向
、
思
想
的
内
容
に
於
い
て
は
、
こ
の
二
者
〔
超

現
実
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
〕
は
全
く
相
反
す
るＬ
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
真
実
の
革
命
を
仰
望
す
る
こ
と
に
於
い
て
は
変
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
新
興
の
思
想
的
文
学
と
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
末
期
の
精
髄
た
る
超
現

実
主
義
と
は
、
ひ
と
し
く
革
命
遂
行
へ
の
道
を
各
各
辿
つ
て
ゐ
る
」
と
、
両

者
を
革
命
の
一
点
に
お
い
て
、
同
一
の
志
向
を
持
つ
も
の
と
す
る
。
な
お
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
超
現
実
主
義
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
延
長
と
見

る
向
き
が
、
当
時
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。

　

竹
中
久
七
は
、「
シ
ユ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ム
藝
術
的
価
値
と
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
藝
術
的
価
値
と
は
常
に
反
比
例
す
るＭ
」
と
、
ま
ず
は
飯
島
と
同
様
の
見
解

を
示
す
。
だ
が
、「
シ
ユ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ト
に
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
藝
術

運
動
に
参
加
す
る
者
あ
り
と
し
て
も
、
自
己
の
藝
術
を
相
殺
す
る
者
と
は
い

へ
な
い
」
と
考
え
る
竹
中
は
、「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
藝
術
と
称
せ
ら
る
ゝ
こ
と
を

潔
し
と
せ
ざ
る
迄
社
会
的
関
心
を
も
つ
シ
ユ
ー
ルマ

マレ
ア
リ
ス
ト
は
宜
し
く
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
藝
術
運
動
に
も
投
ず
べ
き
で
あ
る
」
と
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
。

　

そ
も
そ
も
、
超
現
実
主
義
の
祖
ブ
ル
ト
ン
は
、「
超
現
実
主
義
第
二
宣
言
」

に
て
、「
超
現
実
主
義
は
、（
中
略
）
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
の
歩
み
と
、
こ
の

歩
み
と
の
み
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
るＮ
」
と
述
べ
る
ほ
ど
、
共
産
主
義

へ
の
接
近
を
見
せ
、
つ
い
に
は
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
に
加
入
す
る
に
至
っ
た
。

わ
が
国
の
超
現
実
主
義
者
た
ち
も
、
こ
う
し
た
動
き
に
無
関
心
で
は
な
か
っ

た
。
飯
島
の
論
な
ど
、
海
外
で
の
超
現
実
主
義
の
動
向
に
、
か
な
り
目
配
り

を
利
か
せ
て
い
る
。
超
現
実
主
義
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
結
び
付
け
る
動

き
に
は
、
こ
う
し
た
海
外
の
動
向
が
影
響
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。

　

堀
辰
雄
が
、
超
現
実
主
義
者
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
反
論
し
た
の
は
、
自

己
の
夢
の
捉
え
方
を
強
調
す
る
意
図
が
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
右

翼
と
し
か
思
は
れ
な
い
作
品
」
ば
か
り
生
み
出
す
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
、

超
現
実
主
義
が
結
び
付
く
動
き
を
見
せ
た
こ
と
も
、
反
論
の
原
因
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

　

堀
は
か
つ
て
、
同
人
誌
『
驢
馬
』
に
携
わ
っ
て
い
た
が
、
同
人
た
ち
は
次
々

と
左
傾
し
、
雑
誌
も
自
然
消
滅
し
た
。
堀
は
、
同
人
の
一
人
で
あ
っ
た
中
野

重
治
を
紹
介
す
る
「
中
野
重
治
と
僕
」（
昭
五
・
七
『
詩
神
』。
後
「
二
人
の
友
」）

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
僕
等
の
仲
間
〔『
驢
馬
』
同
人
〕
で
中
野
一
人
だ
け
が
『
目
ざ
め
た
男
』

に
な
つ
て
ゐ
た
」。

　

こ
こ
で
「
目
ざ
め
た
男
」
と
は
、
左
傾
し
た
人
間
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
。
な
ら
ば
逆
に
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
と
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
そ
の

運
動
に
は
関
心
を
持
た
な
い
、
堀
の
よ
う
な
人
間
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
実

際
、「
中
野
重
治
と
僕
」
を
読
み
進
め
て
い
く
と
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
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付
か
る
。

「『
驢
馬
』
の
連
中
は
み
ん
な
『
目
を
さ
ま
し
て
』
ず
ん
ず
ん
思
想
的
に

転
換
し
て
行
つ
た
。
そ
の
中
で
僕
だ
け
が
『
眠
つ
て
ゐ
る
男
』
と
し
て
一

人
と
り
残
さ
れ
た
。
僕
は
さ
う
い
ふ
自
分
を
ひ
ど
く
悲
し
み
は
し
た
が
、

そ
れ
で
も
た
う
と
う
頑
張
り
通
し
た
。」

　

引
用
部
分
に
あ
る
、「
目
ざ
め
た
男
」、「
目
を
さ
ま
し
て
」、「
眠
つ
て
ゐ

る
男
」
は
、
い
ず
れ
も
後
に
別
の
表
現
に
改
め
ら
れ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
衰
退
後
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
説
明
抜
き
で
は
通
用
し
な
く
な
っ
た
た
め

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
堀
が
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
を
発
表
し
た
当
時
、「
目
ざ

め
た
」
と
「
眠
つ
て
ゐ
る
」
が
、
左
傾
と
そ
の
逆
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
こ

と
は
、
読
者
に
は
明
白
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
発

表
直
後
の
唯
一
の
評
と
言
え
る
、
片
岡
鐵
兵
「
少
し
大
き
な
声
でＯ
【
三
】」
が
、

何
よ
り
の
証
拠
と
な
る
。

　

片
岡
は
、「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
の
主
人
公
は
「
病
的
な
存
在
」
で
あ
り
、「
さ

う
い
ふ
物
か
ら
『
美
』
を
と
り
出
す
作
者
の
趣
味
に
、
病
的
な
も
の
を
見
る
」

と
酷
評
す
る
。
そ
の
上
で
、「
常
に
目
ざ
め
て
ゐ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
は
、
か
ゝ

る
作
品
の
化
か
し
の
根
本
を
直
に
知
覚
す
る
故
に
、
決
し
て
化
か
し
に
巻
き

込
ま
れ
な
い
」、
と
し
て
い
る
。「
病
的
な
存
在
」
と
断
じ
た
「
眠
つ
て
ゐ
る

男
」
と
「
目
ざ
め
て
ゐ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
を
対
比
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
と
い
う
題
名
が
、
左
傾
し
て
い
な
い
人
間
を
意
味
し
て

い
る
こ
と
に
、
片
岡
が
気
付
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、「
眠

つ
て
ゐ
る
男
」
と
い
う
題
名
は
、「
目
ざ
め
た
」
者
た
ち
に
よ
る
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
全
盛
の
当
時
に
お
い
て
、
彼
ら
に
反
旗
を
翻
す
が
如
き
堀
の
姿
勢

を
示
し
た
、
挑
戦
的
と
言
え
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
重
要
な
の
は
、
内
容
そ
の
も
の
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
陣
営
に
衝
撃

を
与
え
得
た
か
ど
う
か
だ
が
、
片
岡
の
評
を
見
る
限
り
、
そ
れ
に
は
成
功
し

て
い
な
い
。
し
か
し
、
題
名
が
挑
戦
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
自
体
は
、

注
意
さ
れ
て
い
い
だ
ろ
うＰ
。『
堀
辰
雄
作
品
集
第
一　

聖
家
族
』（
昭
二
十
五
・

三
、
角
川
書
店
）
収
録
の
際
改
題
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
作
品
に
絶
え
ず
手
を

加
え
続
け
る
作
家
で
あ
っ
た
堀
が
、
発
表
時
と
は
大
き
く
時
代
が
変
化
し
た

中
で
、
よ
り
適
切
な
題
名
を
再
考
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

　

友
人
た
ち
が
次
々
と
「
目
を
さ
ま
し
て
」
い
く
さ
ま
を
見
る
こ
と
は
、
堀

に
と
っ
て
大
い
な
る
「
悲
し
み
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
「
右
翼
と

し
か
思
は
れ
な
い
作
品
」
し
か
生
み
出
せ
な
い
人
間
に
転
落
す
る
危
惧
を
、

堀
に
抱
か
せ
た
た
め
だ
ろ
う
。
だ
が
、
自
己
の
信
念
に
基
づ
き
、
独
自
の
文

学
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
、
堀
は
積
極
的
意
義
を
見
出
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

第
一
節
に
て
、「
今
日
く
ら
ゐ
文
学
上
の
左
翼
と
政
治
上
の
左
翼
と
が
混

同
さ
れ
て
ゐ
る
時
代
は
あ
る
ま
い
」
と
い
う
堀
の
発
言
を
引
い
た
が
、
こ
う

し
た
現
状
に
対
す
る
切
実
な
危
機
感
を
、
堀
は
「
藝
術
の
た
め
の
藝
術
に
つ

い
て
」（
昭
五
・
二
『
新
潮
』）
の
中
で
、
再
び
表
明
し
て
い
る
。

「
僕
ら
に
従
へ
ば
、
い
か
な
る
政
治
上
の
革
命
も
藝
術
そ
の
も
の
を
変
化

さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
だ
。（
中
略
）
藝
術
を
変
化
さ
せ
る
も
の
は

藝
術
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
革
命
の
他
の
も
の
で
は
な
い
。（
中
略
）

／
僕
ら
の
欲
す
る
も
の
は
、
現
在
の
僕
ら
の
作
品
を
一
遍
に
時
代
遅
れ
に

し
て
し
ま
ふ
や
う
な
、
一
箇
の
傑
作
で
し
か
な
い
。」

　

堀
は
、「
現
在
の
僕
ら
の
作
品
を
一
遍
に
時
代
遅
れ
に
し
て
し
ま
ふ
や
う

な
、
一
箇
の
傑
作
」
を
生
み
出
し
た
い
、
あ
る
い
は
生
み
出
さ
れ
る
の
を
見
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た
い
と
い
う
強
い
衝
動
、
す
な
わ
ち
「
藝
術
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
革
命
」

へ
の
信
念
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
る
。「
政
治
上
の
革
命
」
を
目
指
す
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
そ
う
し
た
作
品
の
出
現
を
期
待
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
旧

態
依
然
た
る
作
品
を
擁
護
し
て
い
る
点
で
、
む
し
ろ
害
悪
で
す
ら
あ
る
。
超

現
実
主
義
も
ま
た
、プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
接
近
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
、「
藝

術
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
革
命
」
は
期
待
で
き
な
い
。
求
め
ら
れ
て
い
る

の
は
、
そ
れ
ま
で
自
分
た
ち
が
接
し
て
き
た
も
の
と
は
異
な
る
、
決
定
的
に

新
し
い
価
値
や
意
義
を
持
っ
て
い
る
作
品
の
出
現
な
の
だ
。
そ
れ
こ
そ
が
、

堀
の
信
じ
た
「
文
学
の
正
当
な
方
向
」
で
あ
り
、
そ
の
実
現
を
意
図
し
て
書

か
れ
た
の
が
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
だ
っ
た
。

六　
「
文
学
の
正
当
な
方
向
」
へ

　
「
文
学
の
正
当
な
方
向
」
を
目
指
す
雑
誌
に
、
堀
辰
雄
が
「
眠
つ
て
ゐ
る

男
」
を
発
表
し
た
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
一
つ
に
は
、
超
現
実
主
義
の
実
作

が
試
み
ら
れ
る
中
で
、
独
自
の
方
法
で
夢
を
扱
っ
た
作
品
を
書
き
、「
藝
術

そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る
革
命
」
を
一
歩
で
も
前
進
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た

ろ
う
。

　

も
う
一
つ
は
「
目
ざ
め
た
」
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
者

に
よ
る
作
品
に
、
旧
態
依
然
と
し
た
「
右
翼
と
し
か
思
は
れ
な
い
作
品
」
し

か
見
当
た
ら
な
い
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
。
彼
等
よ
り
も
新
し
く
、
価
値

の
あ
る
作
品
を
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」、
す
な
わ
ち
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
関

心
の
な
い
自
分
が
書
く
と
い
う
皮
肉
を
込
め
た
宣
言
と
し
て
の
役
割
を
、
こ

の
題
名
は
果
た
し
て
い
る
。

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
は
、
も
と
よ
り
「
藝
術
そ
の
も
の
の
中
に
お
け
る

革
命
」
は
期
待
で
き
な
い
。
超
現
実
主
義
も
ま
た
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に

接
近
し
つ
つ
あ
る
以
上
、
共
に
歩
む
相
手
に
は
な
り
得
な
い
。
残
さ
れ
た
道

は
己
の
信
念
を
、
作
品
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
く
こ
と
し
か
な
い
。

　

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
批
判
的
な
者
、
超
現
実
主
義
と
距
離
を
置
く
者
は

他
に
も
い
た
。
だ
が
、
単
に
不
満
を
述
べ
る
だ
け
な
ら
誰
で
も
で
き
る
。
堀

は
、
超
現
実
主
義
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
夢
を
捉
え
、
作
品
化
し
た
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
に
「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
と
い
う
題
名
を
与
え
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
へ
の
皮
肉
を
も
込
め
た
。
こ
う
し
た
例
は
、
当
時
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
か
く
し
て
、
本
作
が
昭
和
四
年
と
い
う
時
代
に
お

い
て
、
盛
ん
で
あ
っ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、
及
び
本
格
的
に
紹
介
さ
れ
始

め
た
超
現
実
主
義
を
視
野
に
入
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

そ
の
ど
ち
ら
に
も
与
し
な
い
道
を
「
文
学
の
正
当
な
方
向
」
と
信
じ
、
模
索

す
る
中
で
生
み
出
さ
れ
た
の
が
、
本
作
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
批
判
を
目
的
と
し
て
小
説
を
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
特
定
思
想

の
宣
伝
を
意
図
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
変
わ
り
は
な
い
。「
眠
り
な
が

ら
」
以
降
、
何
度
か
扱
っ
て
き
た
夢
と
い
う
題
材
に
、
堀
は
こ
こ
で
改
め
て

取
り
組
ん
だ
。
夢
と
現
実
の
あ
わ
い
、
両
者
が
混
淆
し
た
世
界
は
、「
眠
り

な
が
ら
」
で
既
に
描
か
れ
て
い
た
。「
眠
つ
て
ゐ
る
男
」
で
は
こ
れ
を
一
歩

進
め
、
現
実
に
潜
む
意
外
な
魅
力
、「
現
実
よ
り
も
つ
と
現
実
な
も
の
」
を

夢
と
現
実
の
あ
わ
い
に
見
出
す
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。
夢
の
持
つ
不
思
議

な
作
用
は
、
以
後
も
堀
の
関
心
を
引
き
続
け
て
い
く
。
こ
の
時
点
で
の
、
夢

に
対
す
る
堀
の
捉
え
方
が
明
確
化
さ
れ
た
小
説
と
し
て
、
本
作
は
堀
の
作
品

史
上
無
視
で
き
な
い
価
値
を
持
つ
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
四
年
と
い
う
時
代
を
考
え
た
場
合
、
自
ら
の
考
え
る
「
文
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学
の
正
当
な
方
向
」
を
目
指
す
べ
く
、
従
来
に
な
い
新
た
な
価
値
や
意
義
を

持
つ
作
品
を
作
り
上
げ
る
、
す
な
わ
ち
「
文
学
上
の
左
翼
」
た
ら
ん
と
す
る

強
い
意
志
こ
そ
が
、
堀
を
突
き
動
か
し
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な

い
。

注（
１
）　

堀
作
品
を
含
め
、
各
文
献
の
引
用
は
全
て
初
出
に
よ
る
。
た
だ
し
、
正
字
は

適
宜
略
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。

（
２
）　

昭
四
・
十
『
近
代
生
活
』。

（
３
）　

わ
が
国
で
の
翻
訳
は
、
北
川
冬
彦
に
よ
る
「
超
現
実
主
義
宣
言
書
」（
昭
四
・

六
『
詩
と
詩
論
』）、
同
「
超
現
実
主
義
宣
言
書
（
Ⅱ
）」（
昭
四
・
九
『
詩
と
詩

論
』）
が
、
最
も
早
い
（
た
だ
し
抄
訳
）。

（
４
）　
「
超
現
実
主
義
文
学
を
繞
る
」（
昭
四
・
十
『
新
潮
』）。

（
５
）　
「
ダ
ダ
か
ら
超シ
ユ
ウ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

現
実
派
へ
」（
昭
四
・
十
二
『
Ｆ
Ａ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ
Ｉ
Ａ
』）。

（
６
）　
「
超
現
実
主
義
な
ど
」（
昭
四
・
十
一
『
詩
神
』）。

（
７
）　

ア
ン
ケ
ー
ト
「
超
現
実
主
義
批
判
」（
昭
五
・
一
『
ア
ト
リ
エ
』）
に
お
け
る

回
答
。

（
８
）　
「
眠
り
な
が
ら
」
と
「
グ
ラ
ン
・
テ
カ
ア
ル
」
の
関
係
は
、
拙
稿
「
堀
辰
雄
『
眠

り
な
が
ら
』
と
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
オ
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
七
十
六
集　

平

十
九
・
五
）
に
て
検
討
し
た
。

（
９
）　

引
用
は
、
澁
澤
龍
彥
訳
「
大
胯
び
ら
き
」（『
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
全
集
』
第

三
巻　

昭
五
十
五
・
六
、
東
京
創
元
社
）
に
よ
る
。

（
10
）　

注（
８
）の
拙
稿
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
一
節
は
、
コ
ク
ト
オ
「
ポ
ト
マ
ッ
ク
」

の
次
の
部
分
に
基
づ
い
て
い
る
（
引
用
は
、『
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
全
集
』
第

三
巻
の
澁
澤
龍
彥
訳
に
よ
る
）。

　
　
　
「
僕
は
夢
の
な
か
で
い
つ
ま
で
も
生
活
し
つ
づ
け
、
昼
間
の
自
分
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
な
か
で
夢
見
つ
づ
け
る
。」「
夢
は
僕
を
支
配
し
、
僕
は
夢
を
支
配
す
る
。

前
の
日
に
見
た
多
く
の
光
景
を
、
僕
は
雑
然
と
書
き
留
め
て
お
く
（
中
略
）。

そ
う
す
る
と
睡
り
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
ち
ゃ
ん
と
整
理
し
て
、
闇
の

万カ
レ
イ
ド
ス
コ
ー
プ

華
鏡
の
底
に
ま
わ
し
て
く
れ
る
の
だ
。」

（
11
）　

北
川
冬
彦
「
詩
ポ
エ
ジ
イの
進
化
」（
昭
四
・
三
『
詩
と
詩
論
』）。

（
12
）　
「『
現
実
』
を
新
し
い
角
度
と
速
度
と
を
も
つ
て
見
る
」
は
、
同
エ
ッ
セ
イ
に

引
用
さ
れ
た
、「
本
当
の
現
実
主
義
は
、
僕
ら
が
毎
日
触
れ
て
ゐ
る
た
め
に
最

早
や
機
械
的
に
し
か
見
な
く
な
つ
て
ゐ
る
事
物
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
を
始
め
て

見
る
か
の
や
う
な
、
新
し
い
角
度
と
速
度
と
を
も
つ
て
示
す
こ
と
に
あ
る
」、

と
い
う
コ
ク
ト
オ
の
主
張
（
堀
は
題
名
を
出
し
て
い
な
い
が
、
エ
ッ
セ
イ
「
職

業
の
秘
密
」
の
一
節
）
に
倣
っ
た
も
の
。

（
13
）　
「
堀
辰
雄
と
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ー
ポ
ー
」（『
日
本
近
代
文
学
』
第
四
十
四
集　

平
三
・
五
）。

（
14
）　

引
用
は
、『
モ
ン
・
パ
リ
変
奏
曲
・
カ
ジ
ノ
』（
昭
五
・
五
、
春
陽
堂
）
所
収

の
石
川
湧
訳
に
よ
る
。

（
15
）　

こ
の
箇
所
は
、
注（
10
）に
引
い
た
「
ポ
ト
マ
ッ
ク
」
の
一
節
が
基
に
な
っ
て

い
る
。

（
16
）　

堀
辰
雄
に
お
け
る
コ
ク
ト
オ
「
職
業
の
秘
密
」
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
堀
辰
雄
『
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
』
と
コ
ク
ト
オ
『
職
業
の
秘
密
』」（
平
二
十

一
・
三
『
比
較
文
学
年
誌
』）
に
て
考
察
し
た
。

（
17
）　

引
用
は
、
堀
辰
雄
訳
「
職
業
の
秘
密
」（『
コ
ク
ト
オ
抄
』　

昭
四
・
四
、
厚

生
閣
書
店
）
に
よ
る
。

（
18
）　

代
表
作
に
お
け
る
例
と
し
て
、「
扁
理
の
生
の
な
か
に
九
鬼
の
死
が
緯
の
や

う
に
織
り
ま
ざ
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
、「
聖
家
族
」（
昭
五
・
十
一
『
改
造
』）

の
一
節
が
あ
る
。

（
19
）　
「
片
岡
鐵
平
氏
に
」（
昭
四
・
十
二
『
文
学
』）。

（
20
）　
「『
化
か
し
と
技
術
』
に
就
て
」（
昭
五
・
一
『
新
潮
』）。

（
21
）　

注（
４
）前
掲
「
超
現
実
主
義
文
学
を
繞
る
」（
昭
四
・
十
『
新
潮
』）。

（
22
）　
「
シ
ユ
ー
ル
・
レ
ア
リ
ス
ム
研
究
」（
昭
五
・
一
『
ア
ト
リ
エ
』）。

（
23
）　

引
用
は
、
生
田
耕
作
訳
『
超
現
実
主
義
宣
言
』（
平
六
・
六
、
奢
灞
都
館
）

に
よ
る
。

（
24
）　

昭
四
・
十
・
二
十
『
東
京
朝
日
新
聞
』。

（
25
）　

初
収
単
行
本
『
不
器
用
な
天
使
』（
昭
五
・
七
、
改
造
社
）
で
も
、「
眠
つ
て

ゐ
る
男
」
の
題
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。


