
想
起
へ

の
希
求

|
|
谷
崎
潤
一
郎

は
じ
め
に

『
春
琴
抄
』
は
一
九
三
三
(
昭
八
)
年
六
月
に
「
中
央
公
論
」
に

発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
古
典
的
な
題
材
を
扱
っ
た
谷
崎
の

典
回
帰
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
の
代
表
作
で
あ
る
。
「
古
典
回
帰
」
の
前
、

特
に
一
九
二

O
(大
九
)
年
前
後
、

谷
崎
は
映
画
に
多
大
な
関
心
を

寄
せ
た
。
谷
崎
は
実
際
に
映
画
製
作
に
携
わ
る
と
と
も
に
、
映
画
を

題
材
に
し
た
評
論
や
作
品
を
数
多
く
執
筆
す
る
。
だ
が
そ
う
し
た
映

画
へ
の
関
心
は
次
第
に
薄
れ
、
大
正
活
映
か
ら
も
手
を
引
い
た
谷
崎

は
「
古
典
回
帰
」
の
時
期
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
『
春
琴
抄
』

の
映
画
化
に
際
し
て
谷
崎
は
、
「
映
画
に
な
っ
た
「
春
琴
抄
」
に
は
自

分
は
殆
ど
の
ぞ
み
を
か
け
て
は
い
な
い
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

『
春
琴
抄
』
ふ
岡
I
l
l
--

=コ円
H

林

貴
裕

古

も
し
自
分
で
あ
れ
を
映
固
化
す
る
と
す
れ
ば
、

目
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
佐
助
を
通
じ
て
、
春
琴
を
幻
想
の

自
を
突
い
て
盲

世
界
に
う
つ
く
し
く
描
き
、

そ
れ
と
現
実
の
世
界
と
を
交
錯
さ
せ
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て
話
を
す
す
め
て
行
く
や
う
に
す
れ
ば
、
実
際
に
さ
う
い
ふ
も
の

が
う
ま
く
つ
く
れ
る
か
ど
う
か
は
自
分
に
も
わ
か
ら
な
い
が
、
成

功
す
れ
ば
、
き
っ
と
面
白
い
も
の
が
出
来
あ
が
る
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
ゐ
る
。

盲
目
に
な
っ
た
佐
助
が
内
面
に
作
り
上
げ
る
理
想
化
さ
れ
た
春
琴

と
容
姿
を
破
壊
さ
れ
た
現
実
の
春
琴
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
描
く
こ
と
、

そ
れ
は
現
実
の
春
琴
を
「
媒
体
」
に
理
想
化
さ
れ
た
春
琴
を
佐
助
が

い
か
に
想
起
し
て
い
た
か
が
よ
り
明
確
に
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る



手
段
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
幻
想
の
春
琴
こ
そ
が
最
終
的
に
「
賜
屋

春
琴
伝
」
で
書
き
残
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
現
実
」
の
方
は
『
春
時
中

抄
』
の
語
り
手
で
あ
る
一
九

日召

八

年
σコ

「
私
」
が
様
々
な

資
料
か
ら
近
づ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
佐
助
と
「
私
」
が
ぶ
つ

そ
れ
こ
そ
が
映
画
化
の
際
に
谷
崎
が
思
い
浮
か
べ
た

構
想
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
佐
助
が
現
在
を
「
媒
体
」
に
理
想
の
春

か
り
あ
う
形
、

琴
を
作
り
上
げ
る
想
起
と
「
嶋
屋
春
琴
伝
」
や
様
々
な
証
言
を
も
と

に
『
春
琴
抄
』
を
作
り
上
げ
る
一
九
一
ニ
三
(
昭
八
)
年
の

「私」

想
起
。
近
代
社
会
の
中
で
過
去
を
作
り
上
げ
て
い
く
「
私
」
を
中
心

に
、
『
春
琴
抄
』
に
お
け
る
過
去
の
想
起
を
論
じ
て
い
く
。
佐
助
は
な

ぜ
目
を
突
き
、
「
私
」
は
『
春
琴
抄
』
を
作
り
上
げ
て
い
く
の
か
。
そ

こ
に
は
映
画
か
ら
離
れ
た
谷
崎
の
、

そ
し
て
近
代
社
会
に
生
き
る

人
々
の
想
起
へ
の
希
求
が
現
れ
て
い
る
。

現
在
の
中
の
過
去

「
私
」
が
大
阪
市
内
下
寺
町
の
某
寺
を
通
り
か
か
り
、
春
琴
の
墓

参
り
を
す
る
場
面
か
ら
『
春
琴
抄
』

は
始
ま
る
。
こ
の
行
動
は

「私」

を
過
去
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
下
寺
町
は

「
東
洋
一
の
工
業

都
市
」

で
あ
る
大
阪
の
中
で
も
、
閑
静
で
自
然
を
残
し
た
場
所
で
あ

る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
一
九
三
二
(
昭
七
)
年
に
出

版
さ
れ
た
『
近
代
大
阪
』
の
中
に
も
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

大
阪
は
い
ま
非
常
な
勢
い
で
、
す
べ
て
の
憶
ひ
出
を
破
壊
し
つ

く
さ
う
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
市
の
東
を
区
切
っ
て

一
帯
の

丘
を
な
し
て
い
る
こ
の
高
台
ま
え
は
、
ま
だ
思
い
切
っ
た
開
盤
の

の

手
が
延
び
て
い
な
い
。

道
に
も
、

町
に
も
、

家
に
も
、

森
に
も
、

昔
な
が
ら
の
浪
撃
の
寂
び
た
色
が
、
そ
の
ま
ま
濃
く
染
め
出
さ
れ

て
い
る
。
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近
代
都
市
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
こ
と
で
、
過
去
の
記
憶
を
消
し
て

い
く
大
阪
の
中
で
、
下
寺
町
は
昔
の
面
影
を
残
し
、
過
去
を
留
め
た

地
域
だ
っ
た
。
「
私
」
は
そ
う
し
た
地
で
過
去
に
思
い
を
は
せ
る
こ
と

に
な
る
。

失
明
し
た
佐
助
が
現
在
の
春
琴
を
媒
介
に
思
い
起
こ
す
過
去
と
、

記
憶
を
留
め
た
地
で

「私
」
が
近
づ
こ
う
と
す
る
過
去
。
二
人
は
春

琴

「来
迎
仏
」
と
「
観
世
音
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
観
念
的
な

世
界
へ
と
身
を
沈
め
て
い
く
。
佐
助
に
と
っ
て
過
去
に
沈
潜
し
て
い



く
こ
と
は
「
永
劫
普
通
の
観
念
境
」
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
「
私
」
も
永
遠
を
意
識
し
て
い
る
。
「私」

は
二
人
の
墓
と

工
業
都
市
大
阪
を
比
較
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

奇
し
き
因
縁
に
纏
は
れ
た
二
人
の
師
弟
は
タ
需
の
底
に
大
ビ
ル

デ
イ
ン
グ
が
数
知
れ
ず
陀
立
す
る
東
洋
一
の
工
業
都
市
を
見
下

し
な
が
ら
、
永
久
に
此
処
に
眠
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し

て
も
今
日
の
大
阪
は
検
校
が
在
り
し
日
の
悌
を
と
ジ
め
ぬ
迄
に

変
っ
て
し
ま
っ
て
た
が
此
の
二
つ
の
墓
石
の
み
は
今
も
浅
か
ら

ぬ
師
弟
の
契
り
を
語
り
合
っ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
る
。

「
私
」
は
過
去
の
記
憶
を
消
し
な
が
ら
近
代
化

へ
と
突
き
進
む
、

変
転
極
ま
り
な
い
現
在
時
の
大
阪
と
「
永
久
」

で
あ
る
佐
助
た
ち
を

対
比
さ
せ
、
彼
ら
に
現
在
時
の
大
阪
を
見
下
ろ
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の

上
下
関
係
を
も
明
確
に
主
張
し
て
い
る
。

し
か
も
佐
助
と
春
琴
の
関

係
は
形
を
変
え
ぬ
石
と
な
っ
て

「
今
も
」
続
い
て
い
る
。
現
在
時
と

関
わ
り
の
な
い
、
失
な
わ
れ
た
過
去
で
は
な
く
、
現
在
で
も
、

そ
し

て
こ
れ
か
ら
も
存
在
し
つ
づ
け
る

つ
の
理
想
郷
と
し
て

「過
去
」

は
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
佐
助
に
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。
失
明
し
た
あ
と
も

佐
助
は
「
哀
れ
な
女
気
の
毒
な
女
と
し
て
春
琴
を
考
え
る
こ
と
が
出

来
」
ず
、
現
在
の
春
琴
が
災
禍
の
た
め
に
変
化
す
る
こ
と
を
拒
む
。

「
長
く
悲
し
み
を
忘
れ
」
な
か
っ
た
よ
う
に
、

春
琴
の
死
に
際
し
て

理
想
的
な
春
琴
へ
と
佐
助
を
導
く

「媒
介
」
と
し
て
の
春
琴
が
佐
助

に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
の
事
物
か
ら
過
去
と
い
う

「観
念
境
」

へ
と
至
る
こ
の
二
人

の
思
考
に
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
が
大
き
く
反
映
し
て
い
る
。
現
実
世

界
に
あ
る
イ
デ
ア
の
似
像
か
ら
「
美
」

の
イ
デ
ア
を
想
起
(
ア
ナ
ム

ネ

l
シ
ス
)
す
る
の
だ
が
、
千
葉
俊
二
が
「
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
に
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「
空
想
の
世
界
」
と
「
現
実
の
世
界
」
と
の
事
離
に
苦
悩
し
、
そ
の

新
た
な
総
合
の
か
た
ち
を
模
索
す
る
谷
崎
、
が
、
深
い
感
銘
を
受
け
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
佐
助
や
「
私
」
が
手
に
入
れ
よ
う
と
す

る
過
去
の
世
界
も
ま
た
、
永
劫
普
遍
の
美
へ
と
至
る
も
の
で
あ
っ
た
。

現
在
の
中
の
過
去
か
ら
「
想
起
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
と
過
去
、

現
実
と
空
想
を
融
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

墓
参
り
も
ま
た
、
過
去
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

「過
ぎ
去
っ
た

諸
々
の
文
化
や
時
代
の
残
浮
は
廃
櫨
に
、
身
罷

っ
た
諸
々
の
世
代
の

名
残
は
墓
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
」
と
ア
ラ
イ
ダ
・
ア
ス
マ
ン
が
述
べ



て
い
る
よ
う
に
、
墓
に
は
記
憶
を
と
ど
め
、
墓
参
り
を
す
る
人
に
過

去
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
力
が
あ
る
。
だ
が
「
人
々
が
石
碑
、
イ
メ
ー
ジ
、

文
字
と
い
っ
た
記
憶
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
入
っ
て
い
く
第
二
の
生
は

第
一
の
生
よ
り
も
通
常
は
長
く
続
く
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
く

時
間
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
々
が

抱
く
過
去
に
加
わ
り
続
け
る
こ
と
は
出
来
ず

い
ず
れ
は
忘
却
の
淵

へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

し
か
も
春
琴
の
墓
の
場
合
、
建
て
ら

れ
た
当
初
よ
り
墓
が
集
合
し
た
場
所
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
建
て
ら

れ
て
い
る
。
過
去
の
記
憶
が
集
積
さ
れ
た
空
間
か
ら
排
除
さ
れ
た
場

所
に
、
二
人
の
墓
は
建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
々
の
記
憶
、
集
団
の
記
憶
か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
春
琴
と
佐
助

を
「
私
」
に
結
び
つ
け
、
情
報
を
与
え
る
の
は
、
春
琴
と
佐
助
の
晩

年
の
世
話
を
し
、
現
在
も
唯
一
墓
参
り
を
し
て
い
る
鴫
沢
て
る
女
で

あ
り
、
佐
助
が
書
き
残
さ
せ
た
「
賄
屋
春
琴
伝
」

で
あ
り
、
「
写
真
」

で
あ
る
。

「
想
見
」
さ
せ
る
写
真

現
在
に
春
琴
と
佐
助
の
過
去
の
記
憶
を
留
め
て
い
る
の
は
「
賄
屋

春
琴
伝
」
と
写
真
、
て
る
女
で
あ
る
が
、
「
私
」
は
て
る
女
以
外
の

「賄

屋
春
琴
伝
」
と

「写
真
」
を
と
て
も
限
ら
れ
た
形
で
、

し
か
も
批
判

的
に
用
い
て
い
る
。

『
春
琴
抄
』
の
日
目
頭
で
登
場
す
る
一
枚
の
写
真
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

今
日
伝
は
っ
て
ゐ
る
春
琴
女
が
三
十
七
歳
の
時
の
写
真
と
い
ふ

も
の
を
見
る
の
に
、
輪
郭
の
整
っ
た
瓜
実
顔
に
、
一
つ
1
11
可
愛

い
指
で
摘
ま
み
上
げ
た
や
う
な
小
柄
な
今
に
も
消
え
て
な
く
な

り
さ
う
な
柔
ら
か
な
目
鼻
が
つ
い
て
ゐ
る
。
何
分
に
も
明
治
初
年

か
慶
応
頃
の
撮
影
で
あ
る
か
ら
と
こ
ろ
ん
1
1
に
星
が
出
た
り
し
て

遠
い
昔
の
記
憶
の
如
く
う
す
れ
て
ゐ
る
の
で
そ
の
た
め
に
さ
う
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見
え
る
の
で
も
あ
ろ
う
が
、

そ
の
牒
臓
と
し
た
写
真
で
は
大
阪
の

富
裕
な
町
家
の
婦
人
ら
し
い
気
品
を
認
め
ら
れ
る
以
外
に
、
う
つ

く
し
い
け
れ
ど
も
此
れ
と
い
う
個
性
の
閃
め
き
が
な
く
印
象
の

希
薄
な
感
じ
が
す
る
。

「私
」
は
そ
の
写
真
を
「
牒
鵬
」
で
あ
る
と
し
、

「写
真
の
方
が
読

者
の
空
想
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
っ
と
ぼ
や
け
て
ゐ
る
」
と
さ
え
述
べ

て
い
る
。

で
は
な
ぜ
彼
は
あ
え
て
こ
の

「膝
臓
と
し
た
写
真
」
を
冒



頭
に
持
ち
出
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

城
殿
智
行
は
「
膝
臓
と
し
た
写
真
」
を
『
春
琴
抄
』
全
体
で
行
わ

の
忌
避
の
一
つ
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
「
視
覚
性
」

れ
る
「
視
覚
性
」

を
避
け
る
こ
と
、
「
牒
鵬
と
し
た
写
真
」
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
こ
そ
「
勝
臓
と
し
た
写
真
」
が
官
頭

で
用
い
ら
れ
た
答
え
が
あ
る
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
写
真
が
見
る
者
に
与
え
る
働
き
を
《
そ
れ
は

H

か
つ
て
日
あ
っ
た
》
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
写
真
」
が
私
に
お
よ
ぼ
す
効
果
は
、
(
時
間
や
距
離
に
よ
っ
て
)

消
滅
し
た
も
の
を
復
元
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
私
が
現
に
見
て
い

る
も
の
が
確
実
に
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
る

点
に
あ
る
。

絵
画
や
文
学
は
存
在
し
な
い
も
の
を
空
想
上
で
作
り
上
げ
る
こ
と

が
出
来
る
。
だ
が
写
真
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
と
違
っ
て
写
真
は
そ

の
写
っ
た
も
の
が
過
去
に
写
っ
た
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
が
写
真
を
見
る
も
の
に
、
《
そ
れ
は
H

か
つ
て
H
あ
っ
た
》
と

い
う
こ
と
を
強
く
意
識
さ
せ
る
。
春
琴
を
写
し
た
写
真
も
同
じ
で
あ

る
。
か
つ
て
春
琴
が
写
さ
れ
た
ポ

l
ズ
を
カ
メ
ラ
の
前
で
と
っ
た
こ

と
を
、
そ
の
写
真
は
保
証
し
て
い
る
。
「
そ
れ
は
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ

た
、
が
し
か
し
、

た
だ
ち
に
引
き
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
絶

異
論
の
余
地
無
く
現
前
し
て
い
た
、

そ
に
移
さ
れ
相
違
し
て
い
る
。
」
と
ロ
ラ
ン
バ
ル
ト
が
書
い
て
い
る

対
に
、

が
し
か
し
、

す
で
に
よ

よ
う
に
、
春
琴
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
お
り
た
そ
の
瞬
間
に
二
七
・
八
歳

の
様
に
も
見
え
る
三
七
歳
の
容
姿
で
存
在
し
、

そ
し
て

「
偶
然
あ
る

災
難
に
よ
っ
て
」
変
化
し
て
し
ま
う
。
写
真
は
あ
る
瞬
間
で
停
止
し

続
け
る
が
た
め
に
、

そ
れ
が
既
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
人
々

に
意
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
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春
琴
の
写
真
を
眼
に
で
き
る
の
は
「
私
」
だ
け
で
あ
り
、
『
春
琴
抄
』

の
言
葉
か
ら
想
像
す
る
し
か
な
い
。
こ
の
こ

と
は
写
真
が
発
す
る
効
果
、
《
そ
れ
は
H
か
つ
て
H
あ
っ
た
》
と
い
う

を
読
む
人
々
は
「
私
」

保
証
を
弱
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し

「私
」
は
写
真
を

直
接
見
る
こ
と
と
言
葉
に
よ
る
写
真
の
説
明
に
は
差
が
ほ
と
ん
ど
な

く
、
む
し
ろ
写
真
の
方
が
劣
っ
て
い
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。

読
者
は
上
述
の
説
明
を
読
ん
で
ど
う
い
ふ
風
な
面
立
ち
を
浮
か

べ
ら
れ
た
か
恐
ら
く
物
足
り
な
い
ぼ
ん
や
り
し
た
も
の
を
心
に



描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
仮
り
に
実
際
の
写
真
を
見
ら
れ
で
も
格

別
に
こ
れ
以
上
は
っ
き
り
分
か
る
と
い

ふ
こ
と
は
な
か
ろ
う
或

は
写
真
の
方
が
読
者
の
空
想
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
っ
と
ぼ
や
け

て
ゐ
る
で
も
あ
ろ
う
。

写
真
を
見
て
も
、
説
明
を
聞
い
て
も
結
局
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で

あ
り
、
春
琴
に
対
す
る
お
ぼ
ろ
げ
な
イ
メ
ー
ジ
は
変
化
し
な
い
と

「私」

は
語
る
。
し
か
し
そ
れ
は
本
当
で
あ
ろ
う
か
。

「
私
」
は
写
真
の
力
を
否
定
す
る
一
方
で
、
確
か
に
写
真
か
ら
情

報
を
得
て
も
い
る
。
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が

「
膝
鵬
と
し
た
写
真
」

に
は
何
も
写
っ
て
い
な
い
わ
け
が
無
く
、
確
か
に
三
七
歳
の
春
琴
が

刻
み
付
け
ら
れ
て
い
る
二
輪
郭
の
整
っ
た
瓜
実
顔
に
、
一
つ
/
¥
可

愛
い
指
で
摘
ま
み
上
げ
た
や
う
な
小
柄
な
今
に
も
消
え
て
な
く
な

り
さ
う
な
柔
か
な
目
鼻
が
つ
い
て
ゐ
る
」
と
警
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

春
琴
の
写
真
は
そ
の
顔
を
「
私
」
に
見
せ
つ
け
る
。
「
大
阪
の
富
裕

な
町
家
の
婦
人
ら
し
い
気
品
」
を
「
私
」
に
伝
え
、
私
は
「
春
琴
女

の
閉
ぢ
た
目
険
に
も
そ
れ
が
取
り
分
け
優
し
い
女
人
で
あ
る
せ
ゐ

か
古
い
絵
像
の
観
世
音
を
拝
ん
だ
や
う
な
ほ
の
か
な
慈
悲
を
感
ず

る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
「
私
」
が
見
た
写
真
は
お
ぼ
ろ
げ
で
見

る
も
の
に
伝
え
る
情
報
を
持
ち
得
な
い
写
真
で
は
決
し
て
な
く
、

「私」

は
写
真
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
、
春
琴
が
も
っ

「
気
品
」
、

雰
囲
気
ま
で
も
感
じ
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
私
」
は
写
真
が
膿
鵬

と
し
て
い
て
、
言
語
に
よ
る
描
写
と
大
差
が
な
い
と
言
う
。

「私」

は
写
真
の
力
を
否
定
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
ぼ
や
け
て
い
る
」
こ
と
を
繰

り
返
し
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
写
真
の
明
白
さ
が

も
た
ら
す
事
態
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
写
真
」
が
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の
明
白
さ
の

力
に
よ
る
。
映
像
の
場
合
、
対
象
は
一
、
挙
に
与
え
ら
れ
、
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そ
れ
が

見
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
|
|
こ
れ
と
は
逆
に
、
テ
ク
ス

ト
や
、
映
像
以
外
の
も
の
の
知
覚
は
、
対
象
を
暖
昧
な
、
異
論
の

余
地
あ
る
や
り
方
で
私
に
示
す
の
で
、
私
は
自
分
が
見
て
い
る
と

思
っ
て
い
る
も
の
を
疑
う
よ
う
に
な
る
。
映
像
の
知
覚
の
こ
の
確

実
さ
は
、
私
が
写
真
を
集
中
的
に
観
察
す
る
余
裕
が
あ
る
だ
け
に
、

絶
対
的
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
そ
の
観
察
は
、
い
く
ら
長
く
続
け

て
も
、
私
に
何
も
教
え
は
し
な
い
。
「
写
真
」

の
確
実
さ
は
、
ま

さ
に
そ
う
し
た
解
釈
の
停
止
の
う
ち
に
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
が
か

つ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
精
根
を
使
い
果



た
し
て
し
ま
う
。

写
真
の
明
白
さ
は
《
そ
れ
は
H
か
つ
て
日
あ
っ
た
》
と
い
う
こ
と

を
保
証
す
る
が

そ
の
暖
昧
の
な
さ
は
見
る
も
の
に
解
釈
の
停
止
を

も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
『
春
琴
抄
』
の

「私」

lま

真
の
働
き
を
《
そ
れ
は
H

か
つ
て
日
あ
っ
た
》
を
保
証
す
る
だ
け
に

制
限
す
る
の
で
あ
る
。

《
そ
れ
は
日
か
つ
て
H

あ
っ
た
》
を
保
証
す
る
た
め
だ
け
に
写
真

を
使
う
「
私
」

は
、
春
琴
の
写
真
が
明
白
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
見
る

者
に
伝
え
る
写
真
で
は
な
く
、
藤
騰
と
し
て
い
る
た
め
に
「
彼
女
の

風
貌
を
想
見
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
」
写
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る。

「私」

は
こ
の

「
牒
腕
と
し
た
写
真
」
を
あ
え
て
目
白
頭
で
取
り
上
げ

る
こ
と
で
、
空
白
だ
ら
け
の
不
完
全
な
イ
メ
ー
ジ
に
自
ら
が
イ
メ
|

ジ
を
「
想
見
す
る
」
見
方
を
読
者
に
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

ご
う
し
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に

「想
見
」
出
来
る
の
は
語
り

手
の
み
で
あ
り
、
読
者
は
た
だ
語
り
手
が
語
る
文
字
テ
ク
ス
ト
か
ら

想
像
す
る
し
か
な
い
。
榊
敦
子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

語
り
手
は
読
者
を
、
あ
く
ま
で
仮
定
と
し
て
で
は
あ
る
に
せ
よ
、

視
覚
的
な
も
の
と
テ
キ
ス
ト
的
な
も
の
を
比
較
し
、
ま
た
イ
メ
|

ジ
を
確
定
す
る
上
で
、
視
覚
的
な
る
も
の
が
大
方
の
見
方
に
反
し

て
必
ず
し
も
文
字
的
な
る
も
の
に
勝
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

暫
定
的
結
論
に
達
す
る
よ
う
に
導
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

写

る
。
こ
う
し
て
語
り
手
は
、
写
真
が
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
表

象
す
る
究
極
の
手
段
で
あ
る
、
と
い
う
慣
倒
的
な
考
え
方
に
疑
問

を
呈
し
て
い
る
。

写
真
は
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
最
も
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

考
え
を
揺
さ
ぶ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
文
字
に
よ
る
描
写
と
「
想
見
」
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す
る
こ
と
を
語
り
手
の
「
私
」
は
行
う
。
実
際
に
「
私
」
は
佐
藤
春

夫
の
聾
者
と
盲
者
の
比
較
を
参
照
し
な
が
ら
、
お
ぼ
ろ
げ
な
春
琴
に

「
古
い
絵
像
の
観
世
音
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
視
覚
が
受

け
取
る
情
報
量
を
減
ら
す
こ
と
で
内
面
の
思
考
を
匙
ら
せ
る
こ
の

「想
見
す
る
」
見
方
は
、
与
え
ら
れ
た
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
た
だ
受
容

す
る
だ
け
の
受
身
の
見
方
と
は
違
い
、
空
白
部
分
を
埋
め
る
見
方
、

イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
生
産
的
な
見
方
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
を

「私」

は
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
の
で
あ
る
。



緊
張
し
た
観
客
と
想
起

「
藤
臓
と
し
た
写
真
」
を
前
に
し
て
空
白
部
分
を
想
起
で
埋
め
て

い
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
「
賄
屋
春
琴
伝
」
が
与
え
る
明
確

な
春
琴
像
を
批
判
的
に
受
け
入
れ
、

そ
こ
に
自
ら
が
手
に
入
れ
た
情

報
を
怒
意
的
に
選
択
し
な
が
ら
佐
助
と
春
琴
の
像
を
作
り
上
げ
て
い

く
。
「
私
」
が
望
ん
だ
物
語
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
か
。

「私」

は
佐
助
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

偶
々
用
を
さ
せ
る
時
に
も
し
ぐ
さ
で
一
不
し
た
り
顔
を
し
か
め
て

み
せ
た
り
謎
を
か
け
る
や
う
に
ひ
と
り
ご
と
を
洩
ら
し
た
り
し

た
り
し
て
ど
う
せ
よ
か
う
せ
よ
と
は
っ
き
り
意
志
を
云
い
現
は

す
こ
と
は
な
く
、

そ
れ
を
気
が
付
か
ず
に
ゐ
る
と
必
ず
機
嫌
が
悪

い
の
で
佐
助
は
絶
え
ず
春
琴
の
顔
つ
き
や
動
作
を
見
落
さ
ぬ
や

う
に
緊
張
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
恰
も
注
意
深
さ
の
程
度
を

試
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
感
じ
た
。
(
:
)
片
時
も
佐
助
に
油
断
す
る

隙
を
与
へ
な
か
っ
た
。

佐
助
は
常
に
春
琴
が
見
せ
る
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
る
緊
張

状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
伝
聞
体
や
疑
問
形

が
多
用
さ
れ
る
『
春
琴
抄
』
の
中
で
こ
の
部
分
は

「鴫
屋
春
琴
伝
」

か
ら
の
引
用
で
も
な
く
、
ま
た
「
感
じ
た
」
と
佐
助
が
実
際
に
語
つ

た
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
私
」
は
断
定
的
に
述

べ
て
い
る
。
変
化
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
こ
う
し
た
緊
張
状
態
は
、

「
藤
臓
と
し
た
写
真
」
を
自
の
前
に
す
る
「
私
」
と
は
対
照
的
な
状

況
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
谷
崎
が
か
つ
て
熱
中
し
た
映
画
の
観
客

が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
近
い
も
の
と
い
え
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
映

画
を
見
る
観
客
が
置
か
れ
た
状
況
を
絵
箇
と
比
較
し
な
が
ら
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

138 

ス
ク
リ
ー
ン
上
の
画
像
は
変
化
す
る
が
、
キ
ャ
ン
パ
ス
上
の
蘭

像
は
変
化
し
な
い
。
後
者
は
眺
め
る
者
を
観
想
へ
と
誘
う
。
そ
の

前
で
彼
は
自
分
の
連
想
の
流
れ
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

映
画
の
画
像
の
前
で
は
こ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
画
像
が
目
に
入

っ
て
く
る
や
否
や
、
も
う
そ
れ
は
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
定

着
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
画
像
を
眺
め
る
者
の
連
想
の
流
れ
は

そ
の
変
化
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
断
ち
切
ら
れ
る
。
映
画
の
も
つ
シ

ヨ
ツ
ク
効
果
は
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら



ゆ
る
シ
ョ
ッ
ク
効
果
と
同
様
、
映
画
の
シ
ョ
ッ
ク
効
果
も
、
普
段

よ
り
も
緊
張
し
た
意
識
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

映
画
を
目
に
す
る
人
々
が
一
つ
の
映
像
に
意
識
を
集
中
さ
せ
、

こ
に
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。

止
ま
る
こ
と

な
く
変
わ
り
続
け
、
次
々
と
迫
っ
て
く
る
シ
ョ
ッ
ク
に
彼
ら
は
注
意

を
向
け
続
け
る
。

そ
の
中
で
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
無
言
の

を
読
み

期取
の ら
映な
画け
にれ
はば
特|な
徴|ら
的 !な
な lい
露 lの
出 lで
症 Jあ
的 る

一
時
そ
れ
ら
を
注
意
喚
起
(
ス
ト
ラ
ク
シ
ヨ
ン
)

l
市
S
A4
}

の
映
画
と
呼
ん
で

い
る
。
完
全
に
閉
じ
た
物
語
世
界
が
構
成
さ
れ
る

の
で
は
な
く
、
初
期
の
映
画
は
観
客
の
注
意
を
引
く
た
め
の
身
振
り

で
あ
ふ
れ
で
い
た
。
観
客
の
注
意
を
引
い
て
好
奇
心
を
つ
の
ら
せ

一
瞬
の
暴
露
で
満
足
さ
せ
、
ま
た
新
し
い
身
振
り
で
注
意
を
引
き
つ

け
る
。
そ
こ
に
は
沈
潜
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
神
田
の
錦
輝

館
で
行
な
わ
れ
た
東
京
初
の
上
映
会
で
一
二
歳
の
谷
崎
潤
一
郎
が
観

た
映
画
も
、
「
い
づ
れ
も
簡
単
な
写
実
物
か
ト
リ
ッ
ク
物
、
一
巻
の
フ

イ
ル
ム
の
両
端
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て

同
じ
場
面
を
何
回
で
も
繰
り そ

に
注
意
を
引
い
て
好

奇

心

を

満

た

周
や
入
浴
時
に
見
ら
れ
る
w

明
~な
春

琴
の
変
化

に

佐

助

は

注

意

を

向

り

れ

ば

な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
に
沈
潜
す
る
の
で
は
な
く
、
瞬
間

的
な
変
化
に
意
味
を
読
み
取
り
な
が
ら
反
応
す
る
の
で
あ
る
。

シ
ョ
ッ
ク
に
対
し
緊
張
す
る
状
況
は
ま
た
、

「身
の
安
全
を
守
る

機
能
で
酷
使
さ
れ
て
い
る
」

大
都
市
で
暮
ら
す
人
間
の
目
が
置
か
れ

て
い
る
状
況
と
同
じ
で
も
あ
る
。
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大
都
市
の
交
通
の
な
か
を
動
い
て
ゆ
く
こ
と
は
、
個
々
人
に
と

っ
て
一
連
の
シ
ョ
ッ
ク
と
執
蝶
を
産
み
出
す
。
危
険
な
交
差
点
で
、

神
経
刺
激
の
伝
達
が
バ
ッ
テ
リ
ー
か
ら
の
衝
撃
の
よ
う
に
、
次
々

と
体
を
つ
ら
ぬ
く
。

変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
々
は
、
神
経
を

絶
え
ず
緊
張
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
し
た
大
都
市
に
お
け

る
緊
張
状
態
は
谷
崎
も
感
じ
て
お
り
、
「
陰
務
礼
讃
」
の
中
で
次
の
よ

う
に
書
い
て

い
る
。



街
頭
の
十
字
路
を
号
令
で
横
切
る
よ
う
に
な
っ
て
は
、
も
う
老

人
は
安
心
し
て
町
へ
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
自
動
車
で
乗
り
回

せ
る
身
分
の
者
は
い
い
け
れ
ど
も
、
私
な
ど
で
も
、
た
ま
に
大
阪

へ
出
る
と
、
こ
ち
ら
側
か
ら
向
こ
う
側
へ
渡
る
の
に
湾
身
の
神
経

を
緊
張
さ
せ
る
。

大
都
市
に
お
い
て
は
、
絵
画
を
見
る
よ
う
に
あ
る
一
点
に
沈
潜
し

て
い
く
こ
と
は
と
て
も
危
険
な
行
為
と
な
る
。
常
に
変
化
す
る
も
の

た
ち
に
注
意
を
向
け
続
け
る
緊
張
状
態
の
中
で
、
人
々
は
シ
ョ
ッ
ク

に
反
応
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
夢
想
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。

そ
こ
で
求
め
ら
れ
た
の
は
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
、
思
考
す
る
こ

と
な
く
シ
ョ
ッ
ク
に
反
射
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
谷
崎
は

「
旅
の
い
ろ
い
ろ
」

で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ス
ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
と
云
う
こ
と
が
時
代
の
流
行
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
知
ら
ず
識
ら
ず
一
般
の
民
衆
が
時
間
に
対
す
る
忍
耐
力
を

失
い
、
じ
っ
と
一
つ
の
物
事
に
気
を
落
ち
着
け
て
浸
り
き
る
こ
と

が
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

都
市
の
ス
ピ
ー
ド
が
加
速
し
、
人
々
に
め
ま
ぐ
る
し
い
刺
激
を
与

え
る
よ
う
に
な
る
。
人
々
は
物
事
に
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
、

刺
激
に
反
射
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
内
面
の
働

き
は
奪
わ
れ
、
想
起
は
困
難
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「私
」
lま

佐
助
を
そ
う
し
た
近
代
以
降
の
人
々
が
大
都
市
や
映
画
館
で
置
か

れ
て
い
た
状
態
、
注
意
を
強
い
ら
れ
続
け
る
緊
張
状
態
と
同
じ
状
況

に
置
く
。

そ
れ
は
一
九

昭
八
)
年
の
大
阪
と
い
う

「大
ピ
ル

デ
イ
ン
グ
が
数
知
れ
ず
蛇
立
す
る
東
洋
一
の
工
業
都
市」

に
生
き
る

「私
」
が
置
か
れ
て
い
る
緊
張
状
態
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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春
琴
に
対
し
、
注
意
を
向
け
続
け
る
緊
張
状
態
に
置
か
れ
た
佐
助

は
、
春
琴
が
送
る
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
取
り
、
読
み
続
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
春
琴
の
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
る
中
で
佐
助
は

「春
琴
の
肉
体
の
巨
細
を
知
り
尽
く
し
て
剰
す
所
な
き
に
至
」
る
の

F

E

ゃ、品、

・J
T
h
ふ

μ

「私
」
が

そ
し
て

「佐
助
」
が
憧
れ
た
の
は
春
琴
の
見
方

で
あ
っ
た
。

佐
助
に
は
盲
目
で
あ
る
春
琴
の
見
方
に
対
す
る
憧
れ
が
あ
る
。
佐

助
が
琴
を
弾
く
と
き
、
彼
は
春
琴
の
真
似
を
し
て
目
を
つ

む
る
。



佐
助
は
そ
の
暗
聞
を
少
し
も
不
便
に
感
じ
な
か
っ
た
盲
目
の
人

は
常
に
か
う
云
う
閣
の
中
に
ゐ
る
こ
い
さ
ん
も
亦
此
の
閣
の
中

で
三
味
線
を
弾
き
な
さ
る
の
だ
と
思
ふ
と
、
自
分
も
同
じ
暗
黒
世

界
に
身
を
置
く
こ
と
が
此
の
上
も
な
く
楽
し
か
っ
た
後
に
公
然

と
稽
古
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
て
か
ら
も
こ
い
さ
ん
と
同
じ
に

し
な
け
れ
ば
済
ま
な
い
と
云
っ
て
楽
器
を
手
に
す
る
時
は
眼
を

つ
ぶ
る
の
が
癖
で
あ
っ
た

盲
目
で
あ
る
春
努
は
物
事
を
理
解
す
る
の
に
視
覚
は
使
わ
な
い
。

弟
子
の
家
で
行
わ
れ
た
宴
会
に
招
か
れ
た
春
琴
は
、
そ
こ
で
咲
い
て

い
た
梅
の
花
を
次
の
よ
う
に
観
賞
す
る
。

皆
が
庭
園
へ
出
て
遭
遇
し
た
時
佐
助
は
春
琴
を
梅
花
の
聞
に
導
い

て
そ
ろ
り
く
歩
か
せ
な
が
ら
「
ほ
れ
、
此
処
に
も
梅
が
ご
ざ
り
ま

す
」
と

一
々
老
木
の
前
に
立
ち
止
ま
り
手
を
把
っ
て
幹
を
撫
で
さ

せ
た
凡
そ
盲
人
は
触
覚
を
以
て
物
の
存
在
を
確
か
め
な
け
れ
ば
得

心
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
花
木
の
眺
め
を
賞
す
る
に
も
そ
ん

な
風
に
す
る
習
慣
が
つ
い
て
ゐ
た

春
琴
は
物
事
を
理
解
す
る
の
に
触
覚
を
使
い
、
形
を
イ
メ
ー
ジ
す

る
の
で
あ
る
。

他
に
も
鴬
の
鳴
き
声
を
楽
し
む
春
琴
の
姿
や
、
料
理

を
味
わ
う
春
琴
の
描
写
な
ど
視
覚
以
外
の
知
覚
を
使
い
世
界
を
理
解

す
る
春
琴
の
姿
が
『
春
琴
抄
』
に
は
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
見
方
は

春
琴
が
自
分
自
身
の
美
貌
の
イ
メ
ー
ジ
を
幼
い
頃
の
記
憶
と
周
囲
の

評
判
か
ら
内
面
に
作
り
上
げ
て
い
た
よ
う
に
、
感
覚
を
媒
介
に
内
面

し
か
も
そ
れ
は
、
内
面

に
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
さ
せ
る
見
方
で
あ
る
。

に
沈
潜
す
る
こ
と
な
く
明
快
な
視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
満
足
し
、
追
い
求

め
る
近
代
以
降
の
知
覚
と
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た

視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
注
意
を
向
け
続
け
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
を
媒
介

そ
こ
に
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
を
佐
助
は
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に
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
、

求
め
て
い
く
。

春
琴
の
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
春
琴
の
肉

体
の
巨
細
を
知
り
尽
く
し
て
剰
す
所
な
き
に
至
」
っ
た
佐
助
は
、

移

り
行
く
現
在
時
に
従
い
春
琴
の
変
化
を
読
み
続
け
る
の
で
は
な
く
、

内
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
春
琴
を
想
起
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
し

か
も
そ
れ
を
自
ら
が
眼
を
突
く
と
い
う
暴
力
的
な
手
段
に
よ
っ
て

実
現
さ
せ
る
。
映
画
を
中
断
さ
せ
る
よ
う
に
佐
助
は
変
化
か
ら
身
を

遠
ざ
け
、
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
イ
メ
ー
ジ
に
沈
潜
し
て
い
く
の
で
あ



る

「
私
」
も
ま
た
佐
助
が
意
志
的
に
想
起
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
「
鴫
屋
春
琴
伝
」
で
語
ら
れ
る
白
内
障
と
い
う
偶
然
の

作
用
を
否
定
し
、
他
の
場
面
で
は
相
対
的
な
情
報
の

つ
で
し
か
な

い
佐
助
の
証
言
に
絶
対
的
な
断
定
を
与
え
る
こ
と
で
、

語
り
手
の

「
私
」
は
佐
助
が
偶
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
為
的
な
暴
力
で
過

去
の
イ
メ
ー
ジ
に
沈
潜
し
て
い
く
姿
を
絶
対
的
な
も
の
に
す
る
の

で
あ
る
。
佐
助
は
偶
然
で
は
な
く
、
こ
の
自
ら
望
ん
だ
暴
力
を
経
て

現
在
か
ら
解
き
放
た
れ
る
。
「
皐
寛
め
し
い
の
佐
助
は
永
遠
に
眼
を

閉
じ
永
劫
不
変
の
観
念
境
に
飛
躍
し
た
の
で
あ
る
彼
の
視
野
に
は

過
去
の
記
憶
の
世
界
だ
け
が
あ
る
。
」

な
ぜ
「
私
」
は
偶
然
で
は
な
く
、
極
め
て
意
志
的
な
形
で
現
在
か

ら
離
れ
る
佐
助
を
求
め
た
の
か
。

一
九
三

0
年
代
、

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
な
ど
の
思
想
家
は
都
市
生
活
の
特

徴
の
一
つ
と
し
て
経
験
の
貧
困
化
と
注
意
の
散
漫
を
あ
げ
て
い
る
。

経
験
が
シ
ョ
ッ
ク
体
験
に
置
き
換
わ
り
、

人
々
は
経
験
か
ら
遮
断
さ

れ
て
し
ま
う
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
言
う
、
「
遠
い
昔
に
連
れ
戻
し
て
く
れ

そ
の
遠
さ
を
み
た
し
区
分
す
る
経
験
で
あ
る
」
と
。

る
も
の
は
、

の
こ
と
は
経
験
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
過
去
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と

で
あ
る
。
ギ

l
・
ド
ウ
ボ
ー
ル
は

「
一
般
的
な
歴
史
的
生
が
欠
知
す

る
一
方
で
、
個
人
の
生
も
ま
た
歴
史
を
持
た
な
い
」
と
し
、
「
ス
ベ
ク

タ
ク
ル
の
偽
の
記
憶
」
が
実
際
に
生
き
ら
れ
た
記
憶
に
と
っ
て
代
わ

る
と
指
摘
す
る
。

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
経
験
は
シ
ヨ

ツ
ク
体
験
に
置
き
換
わ
り
、
過
去
は
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
時
間
と
な
る
。

実
際
に
経
験
し
た
過
去
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
自
分
と
関
係
の
な

い
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
な
商
品
の
時
聞
が
ひ
た
す
ら
堆
積
し
て
い
く
。
映

函
や
新
聞
、

レ
コ
ー
ド
な
ど
が
増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
固
有
な
過

去
を
形
作
る
経
験
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
五
感
が
作
用
し

た
、
諸
々
の
印
象
を
ま
と
っ
た
経
験
は
少
な
く
な
っ
て
い
き
、
反
対

イ
メ
ー
ジ
が
溢
れ
か
え
っ
て
い
く
。
『
春
琴
抄
』
の
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に
表
象
、

「私」

は
本
質
的
に
は
自
分
と
関
係
の
な
い
冊
子
や
新
聞
な
ど
の
情
報
を
も

と
に
現
在
時
か
ら
逃
れ
る
人
を
再
構
成
す
る
。
ギ

l
・
ド
ゥ
ボ

l
ル

は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

近
代
的
生
産
条
件
が
支
配
的
な
社
会
で
は
、
生
の
全
体
が
ス
ベ

ク
タ
ク
ル
の
膨
大
な
蓄
積
と
し
て
現
れ
る
。

か
つ
て
直
接
に
生
き

ら
れ
て
い
た
も
の
は
す
べ
て
、
表
象
の
う
ち
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま

っ
た
。



実
際
に
経
験
す
る
の
で
は
な
く
、
近
代
を
支
配
す
る
見
方
か
ら
意

志
的
に
逃
れ
去
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
し
か
「
私
」
は
で
き

な
い
。
「
私
」
は
春
琴
と
佐
助
の
丘
の
上
を
低
佃
し
た
後
、
再
び
経
験

か
ら
排
除
さ
れ
、
現
在
時
に
注
意
を
向
け
続
け
、
視
覚
イ
メ
ー
ジ
を

受
容
し
続
け
る
大
都
市
の
生
活
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が

指
摘
し
た
経
験
か
ら
排
除
さ
れ
た
人
々
に
こ
の
「
私
」
も
あ
て
は
ま

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
『
春
琴
抄
』
に
は
次
の
よ
う
な
一
文

が
あ
る
。

そ
れ
は
「
私
」
が

「
賄
屋
春
琴
伝
」
か
ら
そ
の
ま
ま
長
々

と
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

薮
鴬
は
時
と
所
を
得
て
初
め
て
雅
致
あ
る
や
う
に
聞
ゆ
る
也
、

の
声
を
論
ず
れ
ば
未
だ
美
な
り
と
云
ふ
可
か
ら
ず
、
之
に
反
し
て

天
鼓
の
知
き
名
鳥
の
酬
明
る
を
聞
け
ば
、
居
な
が
ら
に
し
て
幽
遼
閑

寂
な
る
山
峡
の
風
趣
を
偲
び
、
渓
流
の
響
の
濃
慌
た
る
も
尾
の
上

の
桜
の
襲
撃
た
る
も
悉
く
心
眼
心
耳
に
浮
び
来
り
、
花
も
霞
も
そ

の
声
の
裡
に
備
は
り
て
身
は
紅
塵
万
丈
の
都
門
に
あ
る
を
忘
る

ベ
し
、
是
れ
技
工
を
以
て
天
然
の
風
景
と
そ
の
徳
を
争
ふ
も
の
也

音
曲
の
秘
訣
も
此
処
に
あ
り
と
。

時
間
と
場
所
、

い
ま
|

|
V
』
事
、
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
自
然
と
は
違

ぃ
、
人
工
的
な
美
で
は
い
ま
|
|
こ
こ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
「
紅

塵
万
丈
の
都
門
」
の
現
在
を
忘
れ
、
美
を
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

春
琴
の
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
た
佐
助
は
自
己
の
内
面
に
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
上
げ
、
暴
力
的
に
視
覚
を
閉
じ
る
こ
と
で
そ
の
世
界
に
沈

潜
し
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「
私
」

は
、
偶
然
で
は
な
く
人
為
的

に
現
在
か
ら
離
れ
、
自
己
固
有
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
人
工
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
内
面
に
作
り
上
げ
る
こ
と
で
、

い
つ
で
も
観
念
美
の
世
界

に
沈
潜
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
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そ

お
わ
り
に

さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
に
対
す
る
緊
張
状
態
に
置
か
れ
た
人
々
に
と

っ
て
、

自
の
前
の
変
化
か
ら
離
れ
、
理
想
的
な
美
に
身
を
沈
め
て
い

く
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
現
在
時
に
囚
わ
れ
、
空

想
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
「
空
想
の
世
界
」
と
「
現
実
の
世
界
」

と
の
事
離
を
解
消
す
る
た
め
に
イ
デ
ア
論
に
惹
か
れ
た
谷
崎
は
当
初
、

映
画
に
イ
デ
ア
の
実
現
を
み
た
。
『
肉
塊
』
の
吉
之
助
は
次
の
よ
う
に



語
る
。

普
通
の
写
真
だ
と
物
の
影
だ
と
思
え
る
け
れ
ど

活
動
写
真
の
中

の
人
間
は
な
ぜ
か
己
に
は
影
の
よ
う
な
気
が
し
な
い
の
だ
。
却
て

こ
こ
に
生
き
て
い
る
お
前
の
方
が
影
で
あ
っ
て
、

映
画
の
中
に
動

い
て
い
る
の
が
お
前
の
本
体
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
?

と
、
そ
ん

な
風
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
大
袈
裟
に
い
う
と
、
全
体
字
宙
と
い

う
も
の
が
、
此
の
世
の
中
の
凡
べ
て
の
現
象
が

み
ん
な
フ
ィ
ル

ム
の
よ
う
な
も
の
で
、
剃
那
利
那
に
変
化
し
て
行
く
が
、
過
去
は

何
処
か
に
巻
き
収
め
ら
れ
て
残
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う

か
ワ

だ
か
ら
此
処
に
い
る
己
た
ち
は
直
に
跡
形
も
な
く
消
え

て
し
ま
う
影
に
過
ぎ
な
い
が
、
本
物
の
方
は
ち
ゃ
ん
と
字
宙
の
フ

ィ
ル
ム
の
中
に
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
?

移
ろ
い
ゆ
く
現
実
の
中
で
、
映
画
は
変
わ
る
こ
と
の
な
い
美
の
世

界
を
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
観
客
に
と
っ
て
は
変
化
に

注
意
を
向
け
、
空
想
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
何
一
つ
変
わ
り
は

な
い
。
変
化
す
る
現
実
の
中
で
い
か
に
し
て
自
ら
に
と
っ
て
理
想
的

な
美
で
あ
る
空
想
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
か
。
『
春
琴
抄
』
で
の
佐
助
と

「私」

の
想
起
す
る
こ
と
へ
の
願
望
は
、
記
憶
を
捨
て
、
現
在
時
の

刺
激
を
増
加
さ
せ
て
い
く
社
会
へ
の
抵
抗
で
あ
っ
た
。
だ
が
反
発
だ

け
で
は
な
い
。
春
琴
の
変
化
に
注
意
を
向
け
続
け
る
こ
と
を
佐
助
が

嫌
が
ら
ず
、
向
け
続
け
た
が
た
め
に
巨
細
を
知
っ
て
内
面
に
理
想
的

な
一
人
の
女
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
、

そ
の
利
点
を

も
示
し
て
い
る
。
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