
Title ランボーの詩的想像力と「場」
Sub Title Rimbaud's poetic imagination and 'Place'
Author 山口, 佳巳(Yamaguchi, Yoshimi)

Publisher 慶應義塾大学藝文学会
Publication year 1968

Jtitle 藝文研究 (The geibun-kenkyu : journal of arts and letters). Vol.26, (1968. 11) ,p.60- 74 
JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00072643-00260001-

0060

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


ラ
ン
ボ
！
の
詩
的
想
像
力
と

「
場
」

山

口

圭
,ns
- 

巳

一
八
七O
年
八
月
、
普
仏
戦
争
の
さ
な
か
の
パ
リ
へ
の
最
初
の
出
奔
を
堺
に
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
シ
ャ
ル
ル
ヴ
ィ
ル
高
等
中
学
の
敬
慶
な
優
等
生
ラ
ン
ボ
l

(
1
) 

の
姿
は
お
お
き
く
変
貌
し
て
い
る
。
プ
ラ
ン
シ
ヨ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
手
錬
手
管
も
な
い
調
子
」
、
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い
つ
果
て
る
と
も
知
れ
ぬ
歯
ぎ
し
り
の
音
に
満
た
さ
れ

て
い
て
既
存
の
価
値
体
系
か
ら
の
ど
の
よ
う
な
力
に
よ
る
ど
の
よ
う
な
修
正
や
浸
透
を
も
け
っ
し
て
許
す
ま
い
と
す
る
ひ
と
つ
の
殆
ん
ど
金
属
的
な
人
物
像
が

そ
こ
か
ら
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
コ
ミ
ュ

l

ン
を
契
機
と
す
る
社
会
革
命
へ
の
能
う
る
か
ぎ
り
の
希
望
と
、
そ
の
鎮
圧
、
挫
折
に
よ
る
思
い
お
よ
ぶ
か
ぎ
り

の
絶
望
と
、
こ
れ
ら
を
混
え
て
そ
れ
以
後
乙
の
人
物
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
正
義
」
に
対
し
て
武
装
す
る
こ
と
、あ
ら
ゆ
る
「
人
間
的
願
望
」
（g
1
5
5
0

E
E
E
O

〉
を
自
分
の
精
神
の
裡
で
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
こ
と
、

「
見
者
」
に
な
る
乙
と
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
作
品
の
一
つ
が
語
っ
た
よ
う
に
ま
さ
に
「
績
を
解
か
れ
た
半
島
」
Q
S
5
5

＆
g

芯
g

）
、
途
方
も
な
い
放
浪

の
あ
け
く
れ
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
放
浪
、
「
可
能
な
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
風
景
を
所
有
す
る
」
（
吉
田
由
主

R
B
E

－g

宮
山
『
思
想
的
吉
田
伊
豆
g

）
乙
と
を
目
標
と

そ
の
「
感
覚
全
域
の
長
期
に
わ
た
る
大
が
か
り
な
合
理
的
錯
乱
」
を
通
じ
て
「
至
高
の
識
者
」

し
た
こ
の
漂
泊
の
中
核
を
な
す
も
の
は
徒
歩
旅
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
遠
距
離
の
苦
行
僧
的
歩
行
運
動
か
ら
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
詩
人
の
幻
想
な
り
そ
の
詩
的
想



ハ
2
U

像
力
に
つ
い
て
は
い
ち
は
や
く
ク
ロ
1

デ
ル
が
鋭
く
言
及
し
、
チ
ボ
l

デ
も
ま
た
そ
の

A
H
．

R
1
ュ
g
g

含

n
z
s
z
g
る
に
つ
い
て
更
に
深
化
し
た
形
で
触

（
3
U

ハ
4）

れ
、
極
く
最
近
で
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
プ
レ
ッ
サ
ン
が
そ
れ
に
綜
合
的
な
考
察
を
加
え
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ボi
理
解
の
た
め
に
こ
の
種
の
放
浪
の
問
題
処
理
は
極
め

て
与
え
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
一
段
テ
キ
ス
ト
を
注
意
深
く
読
ん
で
み
る
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
研
究
家
、
評
家
は
ラ
ン
ボ

l

に
強
烈
な
放
浪
性
の
存
す
る
こ
と
、
並
び

に
そ
の
放
浪
生
活
に
よ
る
豊
儀
な
詩
的
産
出
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
ほ
ぼ
遺
漏
な
く
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
放
浪
へ
の
あ
く
な
き
意
志
と
は
相
反
す

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
と
交
錯
し
た
形
で
存
し
た
詩
人
の
も
う
ひ
と
つ
別
の
心
的
傾
斜
を
同
時
に
そ
の
視
野
に
措
定
し
た
論
考
の
試
み
が
欠
け
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
フ
ァ
ウ
リ
ー
な
ど
が
「
生
涯
の
終
り
に
近
い
時
に
於
て
の
み
、
ア
デ
ン
や
ハ
ラ
ル
か
ら
の
生
家
宛

(
5
>

の
二
、
三
通
の
手
紙
の
中
で
、
ラ
ン
ボl
は
一
つ
の
場
に
定
着
し
、
家
庭
を
も
，
つ
け
る
望
み
を
表
明
す
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
る
時
、
実
際
に
は
今
述
べ
た
よ
う

に
詩
人
の
内
面
の
も
っ
と
奥
深
い
と
こ
ろ
で
矛
盾
の
一
貫
性
と
で
も
名
附
く
べ
き
精
神
状
態
、
つ
ま
り
対
立
感
情
の
両
立
、
ひ
と
つ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
が

そ
し
て
事
実
ラ
ン
ボ
ー
は
そ
の
詩
作
時
期
に
於
て
も
放
浪
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
と
同
時
に
定
着
す
る
こ
と
を
も
望
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問
な
り
反
接
な
り
が
湧
出
し
て
く
る
の
を
ど
う
し
て
も
禁
じ
得
な
い
。

z
o
g
p
g
。
ロ
m
ρ
5
5
5
向
。
日
加
の
o
m
g
ロ
仏
B
4
0
b
目
。
ミ
吉
伸

ロ
0
4
F
4
8
巴
B
M
L
O
B
O
E
－
m
E
O
B
B
Oロ
ゲ
g

ロ
師
同
庁
ロ
E
Z

U
O
B
E
g
s

－
件
同mw
g
口
E
E
g
g

－
－E

唖
M
m
g
m
g
門
戸
円
。

匂
ロ
ロ
o
p
g
B
o
a
z－
。
ロ
包
自
o
m
w
d『2
g

ロ
ロ

o
z
o
m
w目。
ロ
片
山

：
・4
0ロ
仲
P
H
d
o
z
B

旬
。
宮
門
戸
包
ω

宮
内
同
ゆ
き
町
g
E
0
・
h町
、
ミ
ミnな
さ
さ
ミ
・

〆’、、

宮店
司
。

円
oq 
(!) 
同
。

口
、ーノ



乙
の
詩
句
は
革
命
の
闘
士
の
口
を
借
り
て
そ
の
折
の
詩
人
の
信
条
を
述
べ
た
も
の
で
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
白
で
あ
る
。
そ
の
「
感
動
的
な
お
お
き

な
夢
」
と
は
、
革
命
の
成
就
さ
れ
た
暁
に
は
「
女
房
の
厳
そ
か
な
ほ
ほ
え
み
」
の
も
と
で
黙
々
と
汗
を
流
し
て
働
く
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
詩
人

の
言
う
「
原
初
の
真
卒
」
S
E
R
E
g
H
M
B
B
広
円
。
）
が
回
復
さ
れ
た
生
活
の
場
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
に
お
か
れ
た
「
住
居
」
は
精
神
と
同
等
に
重

要
視
さ
れ
た
も
の
と
し
て
作
品
の
な
か
に
現
わ
れ
た
り
も
す
る
よ
う
で
あ
る
（s
i

包
芯
含

ω

∞
2
2

旦
2
2
E

忠
告

8

色g

弓
吾
B
2
2
8
3
E
E

丸
喝
さ
さ
ミ

L
ね
な
同
町
立
な
さ
。

a
A旬
、
司
、
号
、
ミ
ド
・
）
。

そ
し
て
更
に
相
反
す
る
も
の
へ
の
同
時
的
関
心
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
次
の
詩
旬
、

k
F
4
0ロ
仏
円
。
－o
m
g
E
雷
神
Z
E
E

－g

目
前
自
己O
ロ
田
・

（ω
o
E
E
O
）
 

し
か
し
な
が
ら
一
言
で
定
着
の
場
と
称
し
て
，
も
、
詩
人
が
い
わ
ゆ
る
家
庭
の
幸
福
を
否
定
し
た
よ
う
に
S
E
E
g
g

昏
2

円
。
S
E
r
e
s
g
同
E
5
2
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と
い
う
風
に
、
定
着
の
場
と
そ
の
場
を
か
え
て
移
り
行
く
運
動
を
指
す
言
葉
が
相
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

ロ
O
P
－
－
：
・
g
p

吉
田
ゆ
官
民
間
福
田
・
）
、
そ
れ
は
た
だ
単
に
因
習
だ
と
か
現
実
の
生
活
の
運
行
に
も
は
や
適
応
し
な
い
既
存
の
制
度
だ
と
か
の
な
か
に
根
を
お
ろ

し
て
い
る
だ
け
の
定
着
の
場
、
す
な
わ
ち
便
宜
上
乙
れ
を
名
附
け
て
第
一
の
定
着
の
場
と
す
る
と
、
ラ
ン
ボ

l

の
望
ん
で
い
た
の
は
勿
論
乙
の
第
一
の
定
着
の

場
で
は
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
言
う
「
場
所
と
公
式
」
（ZE
2
2

宮
崎
0
5

邑
＆
の
探
索
と
放
浪
を
通
じ
て
の
第
二
の
定
着
の
場
で
あ
っ
て
、
乙
の
第
二
の
定

着
の
場
と
は
放
浪
と
定
着
の
内
的
な
緊
張
、
対
立
関
係
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
な
形
で
実
現
さ
れ
る
よ
う
な
場
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

本
来
な
ら
ば
休
息
と
憩
い
の
場
と
し
て
自
然
空
間
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
「
住
居
」
も
、
パ
シ
ュ
ラ

l

ル
が
「
居
住
作
用
」
（
同
O
R
巴
S

円
E
a

ハ6
）

E
E
C
の
全
う
さ
れ
る
空
間
と
し
て
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
場
を
考
え
た
の
と
は
違
っ
て
、
ラ
ン
ボ
ー
に
あ
っ
て
は
外
に
向
っ
て
聞
か
れ
、
「
空
の
祝
福
」

0．

E
E
S
巴
S
Z

旦
伶
宮
門
町
巳
巴
〉
を
受
け
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
愛
の
再
発
明
」
や
が
自

g
円
宮
仲
砂

B
Z
S
E
R

）
、
「
生
活
の
変
革
」

S
F
E

の
冨
認
め
円E
1
0

）
、
そ
う
し
た
試
み
を
軸
に
し
て
、
特
殊
な
も
の
を
一
般
的
な
も
の
、
普
遍
愛
の
世
界
へ
と
高
め
聞
い
て
ゆ
く
｜
｜
乙
の
い
わ
ば



ル
ソ
l

的
な
運
動
の
な
か
に
第
二
の
定
着
の
場
の
映
像
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
ラ
ン
ポl
の
放
浪
の
本
質
を
語
る
た
め
に
は
、
ま
ず

そ
の
第
一
の
定
着
の
場
、
す
な
わ
ち
ラ
ン
ポ
！
の
生
ま
れ
育
て
ら
れ
た
家
か
ら
は
じ
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
そ
の
家
と
は
、
衆
知
の
通
り
、
詩
人
の
母
親
、
ラ
ン
ボ
l

夫
人
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
自
由
の
絶
対
的
な
抑
圧
の
場
と
し
て
在
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た

<7
>

ま
た
ま
ジ
ャ
ン

H

マ
リ
・
カ
レ
の
説
に
し
た
が
っ
て
み
て
も
、
詩
人
の
母
親
と
は
寄
蓄
で
冷
酷
、
偏
狭
な
信
心
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
て
討
論
す
る
こ
と
を
何
者

に
も
許
さ
ず
、
想
像
力
も
創
意
も
人
に
対
す
る
信
頼
の
態
度
も
見
ら
れ
ず
、
ひ
と
か
け
ら
の
感
情
も
な
か
っ
た
人
間
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
乙
の
感
情
の

欠
如
は
徹
底
し
た
も
の
で
、
一
九O
O
年
五
月
二
二
日
の
娘
イ
ザ
ベ
ル
あ
て
の
手
紙
を
一
読
す
れ
ば
そ
れ
は
解
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
紙
に
は
、
自
分
の
も
う

一
人
の
娘
、
ヴ
イ
タ
リ
ー
の
墓
を
掘
り
お
こ
さ
せ
た
時
の
様
子
が
、
異
常
な
ま
で
に
こ
ま
ご
ま
と
書
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ちl
l
s

「
私
が
到
着
し
た
時
に
は
、

も
う
墓
は
聞
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
な
か
か
ら
骨
や
腐
っ
た
肉
を
ぜ
ん
ぷ
引
っ
ぱ
り
だ
し
ま
し
た
。
乙
れ
が
い
わ
ゆ
る
遺
骨
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の

で
す
。
骨
は
ど
れ
も
こ
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
肉
が
腐
っ
て
い
た
の
で
ば
ら
ば
ら
に
は
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
肋
骨
の
ほ
う
は
ま
だ
二
三
本
ず
つ
一

緒
に
な
っ
て
い
て
、
胸
の
形
な
ど
は
完
全
に
保
た
れ
て
い
ま
し
た
。
頭
の
骨
は
ま
っ
た
く
無
庇
で
、
ま
だ
皮
に
覆
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
皮
と
て
腐
っ
た
も
の
で

す
が
更
に
た
く
さ
ん
の
非
常
に
細
い
、
殆
ん
ど
眼
に
見
え
な
い
く
ら
い
細
い
髪
の
毛
が
そ
れ
に
つ
い
て
い
ま
し
た
。
」
1
1
ー
と
い
う
調
子
で
あ
る
。
だ
が
一
見

し
て
客
観
的
な
描
写
に
終
始
し
て
い
る
か
に
思
え
る
こ
の
文
章
も
、
も
う
一
度
注
意
し
て
読
ん
で
み
る
と
、
自
分
の
娘
の
腐
っ
た
屍
体
を
踏
み
乙
え
て
で
も
お

の
れ
の
閉
鎖
し
た
死
の
教
義
を
反
省
的
以
前
の
形
で
有
無
を
言
わ
さ
ず
押
し
貫
ぬ
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
一
人
の
女
の
相
貌
を
呈
示
し
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

(
8
) 

「
絶
対
が
絶
対
を
生
み
だ
す
の
だ
」
と
ボ
ン
ヌ
フ
ワ
が
語
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
母
親
の
も
と
で
育
て
ら
れ
た
子
供
に
残
さ
れ
る
生
へ
の
唯
一
の
突
破
口

と
な
る
言
葉
は
、
当
然
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
く
な
る
だ
ろ
う
ー
ー
す
な
わ
ち
、

- 63-

「
俺
の
秀
抜
な
る
由
縁
、
そ
れ
は
情
無
し
と
い
う
こ
と
だ
。
」

以
上
の
よ
う
な
訳
で
、
詩
人
の
言
う
「
自
由
な
自
由
」
（EZ
立
。

5

円
。
）
は
ラ
ン
ボl
夫
人
の
も
と
で
は
と
て
も
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
生
前
の

ヴ
イ
タ
リ
ー
に
し
て
も
、
生
活
す
る
こ
と
へ
の
情
熱
を
失
な
い
、
近
所
の
並
木
路
の
樹
の
本
数
を
ま
っ
た
く
意
味
も
な
く
数
え
あ
げ
な
が
ら
日
々
を
過
す
こ
と

に
な
り
、
イ
ザ
ベ
ル
に
し
て
も
、
お
の
れ
の
家
庭
内
の
生
活
と
比
較
す
れ
ば
、
ま
だ
戒
律
厳
格
な
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
修
道
院
の
方
が
息
が
つ
け
る
と
考
え
る
に
至

る
。



ハ9
v

こ
れ
は
実
に
お
そ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ボ
ン
ヌ
フ
ワ
は
乙
の
状
態
を
「
ラ
ン
ボ

l

夫
人
の
専
制
王
国
」
と
名
附
け
る
が
、
乙
の
「
専
制
王
国
」
は
果
し
て

ラ
ン
ボ
l

の
作
品
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
か
。
そ
れ
は
既
に
、
最
も
初
期
の
作
品
群
に
属
す
る
一
詩
篇
「
孤
児
た
ち
の
お
年
玉
」

（F
g
P
5
5
2

含
由
。
G
E
E
S
）

カ
ル
な
対
決
は
見
ら
れ
ず
、
た
だ
子
供
た
ち
の
母
親
の
死
を
主
題
と
し
て
地
下
水
的
に
反
抗
の
初
期
段
階
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
蓋
し
そ

の
反
抗
の
気
運
が
自
覚
的
に
高
ま
り
、
明
ら
さ
ま
に
表
現
さ
れ
る
ま
で
に
至
る
に
は
、
詩
篇
「
七
才
の
詩
人
た
ち
」92
宮
E
B

含

8
1
8

目
）
の
出
現

を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
中
に
、
陰
極
串
で
寒
々
と
し
た
家
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
詩
篇
で
は
、
ま
だ
「
専
制
王
国
」
と
の
シ
ニ

何
件
E

冨
ゆ
円0
・
な
ロS
E

－o
E
4
8

【
古
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ロ
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の
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日
曜
日
の
礼
拝
の
席
料
以
外
、
外
出
す
る
た
め
の
小
遣
い
も
貰
え
ず
、
母
親
の
厳
格
な
監
視
下
に
在
っ
て
や
が
て
ラ
ン
ボ
ー
は
お
の
れ
の
乙
と
を
「
刑
事
被

告
人
」
呼
ば
わ
り
を
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
在
っ
て
も
ま
っ
た
く
詩
人
に
避
難
す
る
方
法
な
り
場
所
な
り
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な

し、

そ
れ
は
あ
た
か
も
拘
束
服
を
着
せ
ら
れ
た
囚
人
が
そ
の
あ
が
き
を
止
め
て
、
そ
の
服
が
肉
体
に
加
え
る
制
約
に
逆
に
順
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
僅
か
な
が
ら

も
自
己
の
身
体
の
自
由
を
回
復
す
る
の
に
も
似
て
、
詩
人
の
智
慧
は
そ
の
よ
う
な
家
の
中
に
在
っ
て
も
母
親
の
監
視
の
眼
の
と
ど
き
得
ぬ
と
乙
ろ
に
お
の
れ
の

「
王
国
」
を
発
見
す
る
乙
と
と
な
る
。
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さ
て
、
そ
の
「
王
国
」
は
一
お
お
き
く
分
け
て
二
つ
の
系
統
の
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
い
ま
上
に
引
い
た
詩
句
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、

精
神
的
な
も
の
で
、
嫉
み
ぷ
か
く
不
透
明
な
「
鉛
の
帽
子
を
被
っ
た
七
十
三
の
お
役
所
ほ
ど
に
手
強
い
母
親
」
の
偽
善
に
対
抗
す
る
た
め
に
詩
人
自
ら
も
「
苦

し
い
偽
善
」
を
装
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
不
透
明
な
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
仮
面
の
内
側
に
息
を
つ
く
場
所
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
は
、

い
わ
ば
物
的
な
も
の
で
、
厨
や
屋
根
裏
部
屋
の
中
に
ひ
と
り
閉
じ
こ
も
る
乙
と
で
あ
る
。

－
－F
ぷ
砕
か

F
h
d
 

氏
U

印
ロ
ュs
p
a
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s
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a
S
E
0・
巴
公
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g
S

砕
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k
F
8
5
ロ
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B
R
E
E
E

骨
包
の
V
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R
仏
g
E
E

ロ
g
H

ロ
宮
E

毎
日

y
可
g

一
宮
邑O
E

－
－4同
B
2
2
5

同
首2
・

母
親
の
言
う
「
情
な
い
こ
と
ど
も
を
ど
っ
さ
り
」
や
っ
て
の
け
る
た
め
に
、
詩
人
は
「
廊
」
の
中
に
頑
強
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
あ
る
が
、

ハ
叩
〉

大
な
汚
職
に
先
立
た
れ
て
い
る
」
と
リ
ず
イ
エ
l

ル
も
語
っ
た
よ
う
に
、
と
こ
に
も
ラ
ン
ボ
l

の
詩
的
想
像
力
の
源
泉
を
札
す
ひ
と
つ
の
重
要
な
鍵
が
あ
る
と

「
ラ
ン
ボ
l

は
巨

考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
「
周
」
と
は
こ
の
七
才
の
詩
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
彼
は
そ
乙
で
自
己
自
身
を
う
み
お
と
す
、
つ
ま
り

排
拙
作
用
の
も
た
ら
す
快
感
に
供
な
っ
て
そ
の
直
前
ま
で
諸
々
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
人
間
関
係
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
自
己
を
一
種
の
脱
我
状
態
に
お



い
て
放
出
し
、
そ
の
お
お
い
な
る
安
堵
と
弛
緩
の
う
ち
に
そ
の
外
側
で
の
生
活
を
ひ
と
た
び
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
客
観
的
に
観
察
し
得
る
機
会
が
与
え

ら
れ
る
場
で
あ
り
、
更
に
重
要
な
の
は
母
親H
他
者
の
視
線
に
曝
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
の
夢
想
の
世
界
に
存
分
に
没
入
す
る
に
と
っ
て
お
き
の
場
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
古
い
自
我
は
放
出
さ
れ
、
そ
こ
に
何
か
新
し
い
も
の
の
初
ま
る
可
能
性
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
吾
れ
排
推
す
、
故
に
吾
れ
変
貌
す
｜
｜
ジ
ャ

（
口
〉

ツ
ク
・
プ
レ
ッ
サ
ン
は
散
歩
者
の
コ
ギ
ト
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
「
廊
」
の
中
に
も
極
め
て
ユ
ニ
ッ
ク
な
ラ
ン
ポ
l

的
コ
ギ
ト
が
あ
る
。
七
才
の
詩

人
が
自
己
の
反
対
物
を
発
展
的
に
意
識
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
「
厨
」
に
於
て
で
あ
り
、
最
も
追
い
つ
め
ら
れ
た
場
に
於
け
る
自
由
へ
の
欲
望
が
最
も
激
し
く

想
像
力
に
あ
お
り
た
て
ら
れ
て
燃
焼
す
る
さ
ま
が
そ
乙
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
七
才
の
詩
人
の
「
周
」
は
ま
さ
に
極
限
の
詩
の
産
出
の
媒
体
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
厨
の
場
面
描
写
に
最
も
見
事
な
筆
を
は
し
ら

せ
た
ジ
ョ
イ
ス
の
作
品
「
ユ
リ
シ
l

ズ
」
の
主
要
人
物
レ
オ
ポ
ル
ド
・
プ
ル
l

ム
の
厨
の
中
の
意
識
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
ブ
ル
l

ム
の
意
識
は
、
古
新
聞
の
切
れ
端
や
妻
の
浮
気
に
関
す
る
漠
然
と
し
た
小
市
民
の
日
常
生
活
の
諸
関
係
の
並
列
的
な
連
鎖
と
し
て
あ角

。

ら
わ
れ
、
そ
乙
に
は
七
才
の
詩
人
の
意
識
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
外
界
と
の
絶
対
的
緊
張
、
対
立
関
係
の
克
服
の
運
動
も
な
く
、
周
に
お
け
る
排
池
の
音
響
や
臭

気
は
プ
ル
l

ム
の
俗
物
性
の
こ
の
う
え
も
な
い
伴
奏
と
は
な
る
も
の
の
、
そ
の
想
像
力
を
触
発
す
る
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
七
才
の
詩
人
に
あ
っ
て

は
「
鼻
孔
を
ひ
ろ
げ
て
の
ん
び
り
と
其
処
で
夢
想
に
ふ
け
る
、
」
と
い
う
詩
句
を
見
て
も
解
る
よ
う
に
、
「
廊
」
の
臭
気
が
想
像
力
を
か
き
た
て
る
う
え
に
重
要

な
役
割
を
呆
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
臭
気
に
酔
い
痴
れ
、
と
ろ
け
て
し
ま
う
（

O
E
2
2
）
の
で
あ
る
。

o
v
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2
0
F
2
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言
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目
。
店
内
問
。
E
号
。
門
的
0
・
m
w
B
S
店
長
内
庁

E
g
g
R
R
V
0
・
忠
告
。
仏
政
8
E
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山
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
便
所
、
廊
の
類
は
司
S
Z
H
B
2
0
V
2
8

の
自
由
な
夢
想
と
陶
酔
の
場
と
な
っ
て
、
そ
れ
は
ラ
ン
ボl
夫
人
の
家
を
超
．
え
、
「
時
間
を

ふ
る
い
に
か
け
」
（
の
円
F
－ω
－0
ω

匝
。
釦
ロM．
砂
8

自
自
。
ロ

乙
の
詩
人
に
と
つ
て
は
、
ま
た
「
岡
」
か
ら
更
に
発
展
し
た
避
難
の
場
、
夢
想
に
ふ
け
る
場
と
し
て
「
高
層
の
、
湿
気
の
ひ
ど
い
青
い
部
屋
」
が
あ
っ
た
。
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乙
の
「
鎧
戸
お
ろ
し
た
殺
風
景
な
、
高
層
の
、
湿
気
の
ひ
ど
い
青
い
部
屋
」
は
、
前
述
の
「
周
」
と
同
じ
よ
う
に
、
パ
シ
ユ
ラ

l

ル
が
語
っ
た
よ
う
な
意
識

（
四
）

の
昇
華
が
実
現
さ
れ
る
場
で
あ
っ
て
、
パ
シ
ュ
ラ
l

ル
に
あ
っ
て
は
地
下
室
が
無
意
識
を
、
屋
根
裏
部
屋
が
意
識
を
家
屋
の
垂
直
性
の
関
係
の
な
か
で
表
わ
し

（
日
〉

て
い
た
が
、
ラ
ン
ボ
l

の
「
周
」
と
「
鎧
戸
お
ろ
し
た
殺
風
景
な
、
高
層
の
、
湿
気
の
ひ
ど
い
青
い
部
屋
」
は
両
者
と
も
そ
の
雰
囲
気
か
ら
言
え
ば
O
V
E
R

な
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
「
厨
」
の
方
が
そ
の
場
所
柄
か
ら
し
て
肉
体
的
且
つ
生
理
的
で
あ
る
が
故
に
パ
シ
ュ
ラ
l

ル
の
地
下
室u
無

意
識
よ
り
は
明
分
化
さ
れ
た
場
で
は
あ
っ
て
も
そ
れ
に
近
く
、
「
青
い
部
屋
」
は
屋
根
裏
部
屋
H

意
識
の
範
鋳
に
ど
う
や
ら
合
致
さ
せ
て
考
え
得
る
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
し
、
「
酒
倉
」
（8E
ゆ
る
は
主
と
し
て
地
下
室
に
あ
る
が
た
め
、
パ
シ
ュ
ラl
ル
の
乙
の
垂
直
的
ニ
極
の
図
式
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
て
考
え
得
る

も
の
が
ラ
ン
ボ
！
の
作
品
中
に
見
当
ら
な
く
は
な
い
。
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以
上
の
よ
う
な
訳
で
、
乙
の
七
才
の
詩
人
の
「
青
い
部
屋
」
は
想
像
力
の
昇
華
作
用
を
受
け
て
ひ
と
つ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ズ
を
と
げ
る
。
そ
こ
で
は
一
挙
に

空
間
性
が
時
間
性
の
う
え
に
君
臨
す
る
乙
と
に
な
る
。
だ
が
単
に
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ズ
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
例
え
ば
カ
フ
カ
な
ど
の
「
変
身
」
の
部
屋
が
、
或

る
朝
、
突
知
と
し
て
得
体
の
知
れ
な
い
無
意
識
界
か
ら
の
侵
略
を
受
け
、
そ
の
世
界
と
の
関
係
の
根
底
的
な
検
証
の
意
識
に
支
え
ら
れ
つ
つ
、
日
常
現
実
の
醜

怪
な
人
間
関
係
の
具
体
的
で
触
知
可
能
な
縮
小
再
生
産
の
形
で
変
貌
し
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、
極
め
て
ア
グ
レ
ッ
シ
ず
で
あ
り
、
ま
た
例
え
ば
パ
ル
ピ
ュ
ス

の
「
地
獄
」
の
部
屋
が
ひ
と
つ
の
壁
の
穴
を
通
し
て
、

「
ぼ
く
は
あ
の
部
屋
を
支
配
し
、
わ
が
も
の
と
し
て
い
る
の
だ
：
：
：
ぼ
く
の
視
線
は
あ
そ
乙
に
入
り
、
ぼ
く
は
あ
そ
こ
に
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
あ
そ
こ

戸
。

に
く
る
も
の
は
、
み
ん
な
、
そ
れ
と
知
ら
ず
に
、
ぼ
く
と
生
活
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
ぼ
く
は
そ
の
連
中
を
見
、
声
を
聞
き
、
ま
る
で
扉
が
あ
け
っ

ぱ
な
し
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
生
活
の
一
部
始
終
へ
は
い
り
こ
め
る
の
だ
！
」
、

と
考
え
な
が
ら
も
、
結
局
は
そ
の
壁
の
彼
方
の
対
象
（
女
性
の
裸
像
や
情
事
〉
を
所
有
し
、
征
服
し
、
超
え
る
乙
と
が
で
き
ず
、「
無
限
が
ほ
し
い
。
新
し
い

も
の
が
ほ
し
い
！

旅
が
し
た
い
、
全
心
を
そ
れ
に
打
ち
こ
み
、
自
分
を
無
限
に
ふ
や
す
よ
う
な
、
素
晴
し
い
旅
が
し
た
い
」
と
言
い
な
が
ら
と
ど
の
つ
ま
り

は
卑
俗
な
さ
克
己
と
し
て
自
己
自
身
の
残
津
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
の
と
も
違
っ
て
、

乙
の
七
才
の
詩
人
の
部
屋
は
極
め
て
発
展
的
で
あ
る
。
そ
の
部
屋
は

「
壁
穴
」
も
も
た
ず
、
「
鎧
戸
」
も
お
ろ
さ
れ
て
い
て
、
盲
目
で
も
あ
れ
ば
聾
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、

ロ
凶
器
－
2
0
S
3
Z
B
g
宮
崎
日
目
。
員
a
g
自
民
俗
2

・

冨
o
r
－
－ω
E
B
E
S

円
－b
h
s
g
Rミ
ミ
崎
、
2
2
3

句
ぬ
ま
同
時
ミ
ミF
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の
ど
と
く
、
か
え
っ
て
よ
り
一
層
、
無
限
の
空
間
を
疾
駆
す
る
可
能
性
に
満
た
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
乙
の
七
才
の
詩
人
は
シ
l

ツ
に
横
た
わ
っ
て

「
は
げ
し
く
も
帆
布
を
予
感
す
る
」
（
胃2
8

ロ
S
E
t
o

－o
g
g
o
E
E
4
0
宏
一
）
乙
と
に
よ
っ
て
、
部
屋
そ
の
も
の
を
ひ
と
つ
の
「
船
」
に
変
貌
せ
し
め
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
攻
撃
的
、
前
進
的
の
か
ど
に
お
い
て
ボl
ド
レ
1

ル
の
「
二
重
の
部
屋
」
の
拘
嫡
た
る
破
壊
で
あ
り
、
乙
の
作
品
作
成
の
あ
と
さ
し

て
聞
を
お
か
ず
に
書
か
れ
る
「
酔
い
ど
れ
船
」
の
詩
的
発
生
源
を
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
初
綿
た
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

斯
く
の
ご
と
く
、
こ
れ
は
想
像
力
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
時
間
を
超
え
て
場
と
い
う
も
の
を
変
貌
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
或
る
意
味
で
は

そ
の
場
に
居
な
が
ら
の
放
浪
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仮
り
に
フ
ュ
メ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ボ
！
の
神
秘
主
義
と
て
も
、
彼
の
母
親
が
天

(U
) 

上
界
と
彼
の
魂
の
聞
に
一
つ
の
遮
蔽
幕
を
張
り
わ
た
し
た
が
た
め
に
発
展
し
得
ず
に
終
る
に
し
て
も
、
「
岡
」
や
「
湿
気
の
ひ
ど
い
青
い
部
屋
」
の
中
で
し
か
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夢
想
の
自
由
が
得
ら
れ
な
い
ラ
ン
ポ
l

夫
人
の
家
の
存
在
と
い
う
支
配
的
事
態
に
何
ら
の
反
抗
も
試
み
る
乙
と
が
出
来
ず
に
そ
の
死
の
提
の
な
か
に
埋
没
し

て
ゆ
く
妹
ヴ
イ
タ
リ
ー
や
イ
ザ
ベ
ル
と
は
相
違
し
て
、
自
称
「
刑
事
被
告
人
」
ラ
ン
ボl
は
、
乙
の
可
能
性
の
欠
如
を
も
と
に
し
て
、
全
く
そ
の
趣
を
異
に
し

た
新
し
い
可
能
性
、
現
に
存
在
す
る
も
の
と
人
間
と
の
新
し
い
関
係
2
O
E
－
－
え
な
の
仲
間

S

丘
町
胃

g
g

。

を
た
て
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
り
、
そ
の
想
像

力
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
第
一
の
定
着
の
場
す
な
わ
ち
ラ
ン
ボ
l

夫
人
の
「
専
制
王
国
」
克
服
の
契
機
の
把
握
に
努
め
、
や
が
て
「
移
ろ
い
行
く
場
所
」

公
町
長
P
3
E
ろ
と
い
う
詩
句
が
彼
の
作
品
の
中
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
「
場
」
と
い
う
も
の
の
想
像
力
に
よ
る
変
革
、
変
貌
が
現
実
の
彼
の
途

方
も
な
い
行
動
半
径
の
常
習
的
拡
大
運
動
と
そ
の
疲
労
に
結
び
つ
い
て
「
移
ろ
い
行
く
場
所
」H

「
定
着
し
な
が
ら
の
放
浪
」
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に
「
不
可
能
」

な
る
も
の
を
狙
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
彼
の
祖
国
も
彼
の
家
も
分
け
距
て
な
く
否
定
の
対
象
と
な
る
の
だ
が
、
一
八
七O年
八
月
の
イ
ザ
ン
パ
l

ル
宛
の
手
紙

で
「
故
国
に
居
な
が
ら
の
流
諦
」
守
口
O
E

罰
法
含

5
8

宮

E
o

一
）
を
な
げ
い
た
こ
の
詩
人
は
、
自
分
の
家
に
居
て
も
そ
れ
は
同
じ
く
「
居
な
が
ら
の

流
諦
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
り
な
く
、
結
局
、
苦
行
僧
的
な
歩
行
に
よ
る
放
浪
に
自
己
を
投
入
し
な
が
ら
そ
の
精
神
の
内
奥
で
同
時
に
「
居
な
が
ら
の
放



浪
」
、
「
定
着
し
な
が
ら
の
放
浪
」
を
望
む
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
矛
盾
し
た
欲
求
、
相
反
す
る
も
の
を
同
時
に
獲
得
し
よ
う
と
す
る
心
理
傾
向
、

乙
れ
が
「
停
止
状
態
」
と
「
流
動
状
態
」
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
作
品
「
ジ
ェ
ニl
」
3
E
S
）
の
中
に
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
勿

論
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
ラ
ン
ボ
i

の
望
む
定
着
の
場
、
休
息
と
憩
い
の
場
と
は
閉
ざ
さ
れ
た
「
専
制
王
国
」
で
は
な
く
、
ま
た
放
浪
中
の
彼
の
念
頭
に

形
而
上
的
な
意
味
を
滞
び
て
つ
き
ま
と
う
「
も
は
や
永
遠
に
聞
か
な
い
旅
寵
屋
」

2
2
2
Z
お
g
A

巳
吉
正
吉

£
E
B
R
0
5
5
ロ
丹
念
U
E
ロ
∞
〉
の
そ
の
頑

な
な
閉
鎖
性
に
と
ど
ま
る
も
の
で
も
あ
り
得
ず
、
外
に
向
っ
て
聞
か
れ
た
場
、「
空
の
祝
福
」
を
受
け
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た

な
い
。
と
言
う
わ
け
で
、
乙
の
小
論
を
し
め
く
く
る
に
際
し
、
以
下
す
こ
し
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ロ
o
a

－
－m
p
E
E
ロ
己
目
。
匂
円
。m
o
ロ
仲
間
】
C
E
嗣c
d－
白
骨
伊
丹
E
B

旦
m
Oロ
。
ロ

4
0
2
0
m
wコ
岡
山aS
同
か
の
ロ
自
2
M
E
m
w

－ω

吉
田

O
C
H

色
O
H
d
v芯
・
宮
山
岳
回
目ω

宮
門
戸
田22
g

－a
g
m
a

－o
m
m

】E
g
g

－
E

。
ロ
仲
良
庁
岳
民
g
o
a
g
r

ロ
M
E
苫
B
E
w
a
o
E
8
2

吾
ロ
g
z

含
m
m
S
巴
0
5

・
H－
g

ニ
．ω
同
店
位
。
ロ
巳

E
P
R
O
E

－
－mB
S

円
台
。
ロ
g

♂
向
日o
g
E
E
B

－2
3
m
g
a

－2
2
2
F
8
5
S
3
5

宮
回
路
同
合
口
回
目
。
乱
命
日
常
Z
B

句
。z
z

－g

同
－mW
4
0回
目
同
・
相
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角
田
円
M
W旬
。m
C
M
a．

0
M
4
5
m
0
・

H－
O
E

－
－
釦
目
。
ロ
♂
目
。
由
民
円
。
。
防
止
包

Z
2

同
b
z
s
E
A
W
0・s
s
。
ロ

B
2
4
0

－
＝2
8
2

官
6
B
S
P
E

－
－E
O
B
E
r
g
m
w
o
E
ロ
O

旦
自
h
w
O
円
四gG
S
ω
宮
宮
内
弘
巳
g

さ
て
、
乙
の
「
ジ
ェ
ニ
l

」
と
は
ま
ず
何
よ
り
も
「
愛
情
で
あ
り
現
在
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
そ
う
な
の
か
と
言
う
と
、
そ
れ
ま
で
閉

ざ
さ
れ
て
い
た
家
を
、
特
に
、
何
に
も
増
し
て
、
開
け
放
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
「
愛
情
」
と
は
原
文
で
は
ω
患
の
昨
日

0
ロ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
穏
や

か
な
友
愛
」
（g

伊
丹
向
。
席
包
括
）を意
味
し
、
そ
れ
こ
そ
が
現
存
す
る
も
の
へ
の
愛
で
以
っ
て
、
も
の
の
閉
ざ
さ
れ
た
状
態
を
も
っ
と
も
ラ
ジ
カ
ル
に
打
ち
ゃ

ぷ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
「
ジ
エ
ニ
l

」
が
、

「
力
で
あ
り
愛
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
「
力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
カ
を
指

す
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
詩
人
の
言
う
「
驚
嘆
す
べ
き
映
像
」
（
吉
川
高
o
m
E
0
2
0

邑
2
8
m

）
の
具
現
と
し
て
、
革
命
の
力
と
一
体
視
さ
れ
た

（
－oa
o
－
《
官
官
自
志
百
2

－o
m

円
四E
宮
ω
ロ
M
q
h
w
M
E
8
の
く
だ
り
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
ベ
ル
ナ
l

ル
も
革
命
運
動
の
情
景
と
し
て
考
え
て
い
る
よ
う



（
ロ
ロOω

．
2

日
同m
W
3
ω
）
嵐
と
洪
水
の
力
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
の
嵐
や
洪

水
の
力
に
託
さ
れ
た
世
界
の
変
革
力
に
つ
い
て
は
、
作
品
「
大
洪
水
の
あ
と
で
」
（
〉
官
官
宮
内
ぽ
E
想
）
の
終
末
部
分
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

（
お
）

で
あ
る
。
）
新
し
い
、
そ
し
て
永
久
に
去
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
な
い

し
て
開
け
放
た
れ
た
家
が
果
し
て
何
に
向
っ
て
開
け
放
た
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
「
泡
立
つ
冬
や
夏
の
ざ
わ
め
き
」
、す
な
わ
ち
も
の
を
閉
鎖
せ
し
め

る
凍
結
状
態
に
で
は
な
く
て
、
絶
え
ず
聞
か
れ
、
絶
え
ず
流
動
し
て
相
互
に
混
わ
り
合
う
水
や
空
気
に
向
っ
て
で
あ
る
乙
と
に
注
意
す
れ
ば
良
い
よ
う
で
あ

る
。
ア
ン
ド
レ
・
ド

l

テ
ル
は
、
ラ
ン
ボ
l

の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
街
の
イ
マ
l

ジ
ュ
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
街
と
自
然
界
と
が
水
を
介
し
て
相
互
に
混
わ

（
同
）

り
合
う
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
混
合
の
状
態
は
、
勿
論
、
家
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
要
す
る
に
「
ジ
ェ
ニ
l

」
の
世
界
全
体
、
あ
ら
ゆ
る
空
間
、

あ
ら
ゆ
る
場
所
や
物
体
が
そ
の
本
性
や
固
有
性
ら
し
き
も
の
を
破
壊
さ
れ
て
流
動
す
る
状
態
に
お
か
れ
、常
に
「
清
め
ら
れ
た
」
（
吉
岡
山
由
。
）
状
態
に
あ
ら
し

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ボ
l

が
「
西
欧
の
沼
地
」
9
2
5
S
U
E
S
S
E

）
を
、
す
な
わ
ち
淀
ん
で
い
る
も
の
、
流
動
し
な
い
も
の
を
嫌
悪
し
て

い
た
こ
と
を
こ
乙
で
想
起
す
れ
ば
よ
く
、
し
た
が
っ
て
「
移
ろ
い
行
く
場
所
」
と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
ジ
ェ
ニ

l

」

が
場
と
い
う
も
の
か
ら
従
来
の
性
質
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
流
動
す
る
水
や
大
気
の
状
態
に
お
く
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
「
ジ
ェ
ニ
l

」
は
、
そ
れ
と
同
時
に
「
停
止
状
態
」
（
凹
宮
民
。
ロ
）
に
在
る
も
の
に
も
「
超
人
的
歓
喜
」
（
ぽ
庶
民82

岳
ロ
自
包
ろ
と
し
て
祝
福

円d

を
た
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
想
起
し
よ
う
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
「
停
止
状
態
」
と
て
も
、
乙
の
「
ジ
ェ
ニ
l

」
の

世
界
に
於
て
は
、
日
常
的
に
人
々
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
停
止
状
態
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
停
止
状
態
」
と
は
流
動
状
態
に
あ

る
も
の
と
の
内
的
連
関
に
於
て
、
ま
た
「
魅
惑
」
で
も
あ
れ
ば
「
超
人
的
歓
喜
」
で
も
あ
る
「
ジ
ェ
ニ
i

」
と
い
う
喜
ば
し
き
も
の
の
到
来
を
通
じ
そ
れ
に
よ

っ
て
止
揚
さ
れ
、
よ
り
一
層
自
ら
を
も
含
め
て
全
体
の
流
動
を
可
能
に
さ
せ
な
が
ら
全
体
を
「
計
測
す
る
点
」
（
凹
宮
丘

g

）

身
、
、
、
、

あ
る
。
何
故
な
ら
乙
の
過
去
か
ら
の
ト
ー
タ
ル
な
脱
出
、
流
動
す
る
も
の
と
停
止
状
態
に
あ
る
も
の
を
喜
ば
し
き
も
の
と
し
て
綜
合
す
る
「
ジ
ェ
ニ
l

」
は
、

と
し
て
留
ま
る
停
止
状
態
な
の
で

ま
た
「
停
止
状
態
」
（
明
富
氏
。
ロ
）
と
い
う
言
葉
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
於
て
「
特
別
に
指
定
さ
れ
た
勤
行
官
ふ
さ
丘

O
ロ
）
の
場
」
の
意
味
を
も
担
う
と
と
ろ
か
ら

し
て
、

例
え
ば
「
勤
行
」
（
口
君
。
岱
。
ロ
）とい
う
作
品
に
謡
わ
れ
た
よ
う
に
超
時
間
的
な
祈
念
を
通
じ
て
「
極
地
の
混
沌
以
上
の
武
勇
に
も
先
立
ち
」
つ
つ

（
匂
早
急am
E
【
問
。ωσ
5
4
2
5
m
1
5
4
E
W
E
g
a
g
s
各
m
w
g

句
。
在
日
）
、
同
時
に
「
未
来
」
（
H
H
g
ニ
・
民
2

丘
S
E

－
－ω話
回
目
る
か
ら
も
到
来
し
、
普
遍
的



な
愛
と
し
て
自
然
の
中
に
遍
く
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
そ
の
「
恐
る
べ
き
迅
速
」
（
吉
区
巴
ゅ
の
か
】
青
山
芯
）
さ
で
以
っ
て
人
間
的
空
間
と
自
然
空
間
、
家
と
外
界
、

内
在
と
超
越
、
生
命
と
非
生
命
、
地
上
的
な
も
の
と
天
上
的
な
も
の
を
更
に
無
政
府
状
態
に
吊
る
し
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
乙
の
「
ジ
ェ
ニ

l

」
は
ま
た
仏

語
で
は
「
工
学
」
、
「
築
城
学
」
、
「
土
木
技
師
、
「
工
兵
」
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
、

そ
の
祝
福
を
う
け
た
「
停
止
状
態
」
は
自
ら
を
も
含
め
て
流
動
状
態

に
あ
る
世
界
を
単
に
停
止
状
態
で
は
な
い
停
止
状
態
に
於
て
、最
も
並
は
ず
れ
た
形
で
「
計
測
」
し
、

「
ジ
ェ
ニ
l

」
と
と
も
に
最
も
破
壊
的
に
「
建
設
す

る
も
の
」
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
流
動
状
態
と
停
止
状
態
を
一
挙
に
吊
る
し
あ
げ
る
「
ジ
ェ
ニ
l

」
が
仏
語
で
ま
た
更
に
「
守
護
神
」
、
「
天
才
」

「
精
霊
」
と
い
う
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
存
在
に
つ
い
て
の
意
味
を
含
み
な
が
も
「
再
発
明
さ
れ
た
完
全
な
尺
度
」
、
「
予
見
を
許
さ
ぬ
驚
嘆
す
べ
き
理
性
」
、
或

い
は
「
宿
命
的
な
資
質
に
愛
さ
れ
た
機
械
」
と
い
う
風
に
、
そ
れ
ぞ
れ
冷
徹
な
合
理
性
や
不
可
逆
的
な
因
果
関
係
の
う
え
に
立
つ
「
計
測
」
や
「
技
術
」
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
も
乙
の
場
合
何
ら
理
解
を
超
え
て
し
ま
う
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
乙
の
「
ジ
ェ
ニ
l

」
は
単
に
嵐
や
洪
水
を
も
た

ら
し
て
破
壊
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
破
壊
を
通
し
て
物
象
的
に
も
精
神
的
に
も
外
に
向
っ
て
聞
か
れ
た
新
し
い
家
や
新
し
い
世
界
を
建
設
す
る
も
の
と
し

て
到
来
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
就
く
驚
嘆
す
べ
き
乙
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
憩
い
の
場
と
し
て
外
界
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
て
然
る
べ
き
家

-72 ー

が
開
け
放
た
れ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
が
更
に
「
移
ろ
い
行
く
場
所
」
す
な
わ
ち
常
に
流
動
し
、
常
に
自
ら
を
自
ら
に
対
し
て
も
「
他
者
」
と
し

て
在
ら
し
め
続
け
る
地
盤
の
う
え
に
建
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
と
で
は
常
軌
を
は
ず
れ
た
も
の
が
規
範
と
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
に
し
て
「
居

な
ら
が
の
放
浪
」
と
い
う
矛
盾
し
た
条
件
を
満
た
す
「
場
、
定
着
と
放
浪
が
同
時
に
実
現
さ
れ
る
「
場
」
が
っ
く
り
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
乙
ろ
で
文
学
放
棄
以
後
、
ラ
ン
ボ
l

の
乙
の
よ
う
な
背
反
す
る
も
の
へ
の
同
時
的
要
請
は
姿
を
消
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
？
否
、
で
あ
る
。
初
期
詩

篇
の
「
坐
っ
た
奴
等
」
（F
o
m
〉
患
ろ
に
対
す
る
侮
蔑
は
、
彼
の
死
の
前
年
で
も
あ
る
一
八
九O年
二
月
の
手
紙
に
見
ら
れ
る
「
坐
っ
た
ま
ま
の
生
活
」
（
E

i
o
ω
臥
山
門
同

O
口
同
州
弘
円
。
）

の
拒
絶
に
ま
で
衰
え
る
こ
と
な
く
連
な
り
、
彼
の
放
浪
へ
の
欲
求
は
そ
れ
を
貫
ぬ
き
超
え
て
果
し
な
く
ひ
ろ
が
り
続
け
る
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
そ
の
放
浪
の
う
ち
に
も
ひ
と
つ
の
定
着
的
要
素
を
可
能
な
ら
ば
片
手
で
と
り
こ
ん
で
お
と
う
と
す
る
乙
と
を
彼
は
忘
れ
は
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
：
：
：

結
婚
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
同
時
に
気
偉
に
旅
を
す
る
乙
と
で
す
：
：
：
ぼ
く
は
ぼ
く
と
一
緒
に
放
浪
し
て
く
れ
る
妻
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
：
：
：
」

だ
が
、
彼
の
言
う
「
放
浪
」
と
は
、
凡
そ
屈
強
な
男
に
し
た
と
と
ろ
で
遼
巡
せ
ざ
る
を
得
な
い
灼
け
つ
く
太
陽
の
「
地
獄
」
の
よ
う
な
未
開
地
を
め
ぐ
る
こ
と
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