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ホ

l
フ
マ

シ
ス
タ
ー
ル
の

『
痴
人
と
死
』

に
お
け
る

「死」

と

「
生
」

太

田

隆

士

「
表
現
の
可
能
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
私
は
、
生
に
威
圧
さ
れ
て
い
て
も
慰
め
を
覚
え
る
。
生
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
が
ゆ
え
に
、
私
は
表
現
の
虚
妄
性
を
超
越
し
て
慰
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
二
つ
の
知
は
た
が
い
に
結
び
あ
っ
て
い
る
。
」
こ
れ
は
ア
フ

ォ
リ
ズ
ム
『
詩
人
と
生
』
（
一
八
九
七
）

の
な
か
の
一
節
で
あ
る
。
生
と
芸
術
と
の
調
和
的
な
関
係
を
目
指
す
こ
と
、
あ
る
い
は
人
間
の
そ

-157-

ラ
ル
的
な
面
と
芸
術
的
な
面
は
分
離
し
え
な
い
と
い
う
考
え
の
う
え
に
立
っ
て
文
学
創
造
を
す
る
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
考
え
は
ホ

l
フ
マ
ン

ス
タ

l
ル
の
作
品
に
散
見
さ
れ
、
彼
を
最
も
特
徴
寺
つ
け
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
が
作
家
と
し
て
世
に
出
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
世
紀
末
と
い
う
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
に
は
、
現
実
社
会
か
ら
の
芸
術
の
遊
離
と
か
、
芸
術
的
価
値
と
現
実
的
価
値
の
分
離

と
か
い
う
傾
向
が
強
く
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
で
は
、
そ
う
し
た
時
代
と
の
関
連
の
う
え
で
、
右
に
述
べ
た
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の

問
題
を
、
持
情
劇
『
痴
人
と
死
』
（
一
八
九
三
）

を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

『
痴
人
と
死
』
は
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
初
期
作
品
の
な
か
で
も
特
に
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
の
書
簡
な
ら
び
に
日

記
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
『
痴
人
と
死
』
が
充
分
に
理
解
さ
れ
て
読
ま
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
と
い
う
不
満
が
大
半
で
あ
る
。

晩
年
に
書
か
れ
た
覚
え
書
き
『
私
自
身
に
つ
い
て
』
（
一
九
一
六
i
一
九
二
九
）

の
な
か
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
、
「
そ
れ
（
『
痴
人

と
死
』
）

は
有
名
で
あ
る
と
同
時
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
（
：
：
：
）
そ
れ
が
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
証
拠
だ
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
作
品
に
含



（

3
）
 

ま
れ
て
い
る
告
白
的
な
性
格
、
非
常
に
自
伝
的
な
も
の
が
見
過
ご
さ
れ
た
こ
と
に
私
は
驚
い
て
い
ま
す
。
」
『
痴
人
と
死
』
が
執
筆
さ
れ
て
か

ら
二
十
年
以
上
も
経
て
な
お
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
に
は
、
こ
の
作
品
と
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
と
の
あ
い
だ
に
東

要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
意
外
な
事
実
を
解
明
す
る
な
ら
ば
、
初
期
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
を

論
ず
る
う
え
で
、
極
め
て
草
要
な
手
が
か
り
が
提
供
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

1 

ま
ず
『
痴
人
と
死
』
が
発
表
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
考
え
て
お
こ
う
。

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
一
八
九
一
年
十
二
月
に
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン

・
ゲ
オ
ル
ゲ
と
出
会
う
。
こ
こ
で
は
残
念
な
が
ら
両
詩
人
の
出
会
い
と
組
断
と
訣
別
に
つ
い
て
詐
細
に
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
両
者
の
文
学

的
資
質
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

と
も
か
く
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
「
芸
術
草
紙
」
回
出
汁
芯
円
苫
「
門
同
庁
間
三
百
円
の
第
一
号
（
一
八

-158-

九
二
年
十
月
）

に
持
情
劇
「
テ
ィ
チ
ア

l
ン
の
死
』
を
、
第
二
号
（
一
八
九
二
年
十
二
月
）
に
打
情
詩
四
篇
を
発
表
し
た
口
と
こ
ろ
が
一
八

九
三
年
の
春
に
執
筆
さ
れ
、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
『
痴
人
と
死
』
は
「
芸
術
草
紙
」
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
あ
た
り
の
事

情
は
「
芸
術
草
紙
」
の
共
同
編
集
者
の
一
人
で
あ
る

C
・
A
－
ク
ラ
イ
ン
か
ら
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ

i
ル
に
宛
て
た
書
簡
に
見
て
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
っ
私
は
次
号
に
『
報
告
』
と
い
う
か
た
ち
で
、
中
立
的
な
通
知
を
す
る
つ
も
り
で
す
。

つ
ま
り
あ
な
た
が
他
の
い
え
学
活
動
へ
向
か

わ
れ
た
ら
し
い
の
で
、
私
達
は
あ
な
た
の
同
人
と
し
て
の
資
格
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
こ
と
を
大
変
残
念
に

（

4
）
 

思
っ
て
行
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
」
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
他
の
文
学
活
動
」
と
は
、
「
芸
術
草
紙
」
の
同
人
か
ら
は
低
級
な
文
学
グ

ル
ー
プ
と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
現
代
美
神
年
鑑
」

ζ
a
qロ
q
冨

g
g’K
巴
B
B
ω
与
に
『
痴
人
と
死
』
が
発
表
さ
れ
た
こ
と
を
き
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
「
芸
術
草
紙
」
の
特
徴
は
と
い
え
ば
、
読
者
を
も
限
定
し
、
閉
鎖
的
な
美
の
王
国
を
築
き
、
芸
術
至
上
主
義
を
標
傍
す
る
点



に
あ
っ
た
。

ホ
i
フ
マ
ン
ス
タ
l
ル
が
『
痴
人
と
死
』
を
「
芸
術
草
紙
」
に
掲
載
す
る
こ
と
を
避
け
た
と
い
う
事
実
に
は
、
『
痴
人
と
死
』

執
筆
時
の
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
i
ル
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
が
窺
わ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
う
え
で
『
痴
人
と
死
』
に
日
を
向
け
よ
う
。
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
世
紀
末
の
も
の
憂
い
雰

間
ト
一
一
刈
を
見
事
な
韻
文
に
具
現
し
た
詩
句
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
中
世
の
コ
冗
の
舞
踏
」
が
与
え
る
の
と
同
様
の
「
死
を
思
え
」
と
い
う
教

訓
的
な
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
文
体
が
、
当
時
の
読
者
聴
衆
を
感
激
さ
せ
、
『
痴
人
と
死
』
を
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
代
表
的
な
作
品

と
呼
ば
し
め
た
の
に
対
し
、
筋
の
展
開
は
充
分
に
は
理
解
さ
れ
ず
、
そ
の
た
め
作
者
が
不
満
を
述
べ
つ
や
つ
け
る
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
後
年
日
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
の
も
こ
の
考
え
を
裏
付
け
て
い
る
、
「
私
の
初
期
作
品

に
対
し
て
何
度
と
な
く
繰
返
さ
れ
て
き
た
奇
妙
な
非
難

つ
ま
り
私
の
作
品
を
生
み
だ
し
て
い
る
も
の
は
、
利
己
的
で
唯
美
主
義
的
な
孤
独

一一 1S9

と
非
人
間
的
で
同
情
を
欠
い
た
性
質
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
『
昨
日
』
な
ら
び
に
「
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
人
間
へ
の
よ
り
高
い

ハ
5
〉

関
係
を
見
出
す
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
」
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
て
、
た
と
え
ば

R
・
ア
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
誰
も
が
こ
の
『
痴
人
と
死
』

に
作
者
の
自
画
像
を
見
て
い
る
が
、
自
己
へ
の
裁
き
は
見
逃
し
て
い
る
と
批
判
し
、
『
痴
人
と
死
」
が
含
ん
で
い
る
モ
ラ
ル
的
内
容
こ
そ
が

〈

6
）

重
要
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
内
容
を
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
の
華
麗
な
文
体
を
駆
使
し
た
の
も
他
な
ら
ぬ
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
i

ル
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
自
身
が
『
痴
人
と
死
』
の
唯
美
主
義
的
な
読
み
方
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
と
い

っ
て
、
果
し
て
こ
の
作
品
自
体
に
そ
う
し
た
読
み
方
を
許
容
す
る
も
の
が
全
く
な
い
と
言
い
き
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
程
引
用
し
た
日
記
も

『
痴
人
と
死
』
が
書
か
れ
て
か
ら
十
三
年
を
経
た
後
の
反
省
で
あ
る
こ
と
は
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
若
き
ホ
l
フ

マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、

よ
り
精
般
に
生
を
描
こ
う
と
す
る
と
、
若
く
し
て
す
で
に
完
成
さ
れ
た
持
情
詩
人
と
し
て
の
手
腕
が
先
行

し
、
美
的
一
一
一
一
口
語
に
よ
っ
て
作
品
が
先
に
で
き
あ
が
っ
て
し
ま
う
と
い
う
本
末
願
倒
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
作
品
が
書
き
あ
げ
ら
れ
た



後
で
、
作
品
に
こ
め
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
こ
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
モ
ラ
ル
的
内
容
を
強
調
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
あ
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
は
彼
の
言
語
懐
疑
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
後
年
彼
は
、
青
年
時
代
に
お
け
る
自
分
と
言
語
と
の
関
係
を

反
省
し
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
、
「
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
と
を
魔
術
的
に
支
配
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
前
存
在
か
ら
存
在
へ
と

（

7
u
 

持
ち
越
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」
さ
ら
に
こ
れ
は
、
美
的
言
語
に
よ
っ
て
は
錯
綜
と
し
た
近
代
の
生
の
現
実
を
以
み
尽
く
し
え
な
い
と
い

う
苦
い
思
い
に
通
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

次
に
『
痴
人
と
死
』
に
先
行
す
る
二
つ
の
打
情
劇
と
の
関
連
を
み
て
お
こ
う
。
『
昨
日
』
（
一
八
九
一
）

の
主
人
公
ア
ン
ド
レ

1
ア
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
『
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
も
グ
ラ
ウ
デ
ィ
オ
と
い
う
主
人
公
の
独
自
が
劇
の
大
半
を
占
め
る
。
そ
し
て
両
主
人
公
と
も
に

唯
美
主
義
者
の
風
貌
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
両
作
品
の
結
末
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の
生
き
方
が
断
罪
さ
れ
る
。
た
だ
し
文
体

は
、
『
テ
ィ
チ
ア
l
ン
の
死
』
（
一
八
九
二
）
と
も
共
通
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
『
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
は
、
唯
美
主
義
的
な

-160-

は
『
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
よ
り
持
情
的
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
主
人
公
に
下
さ
れ
る
断
罪
も
よ
り
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。
さ
て
主
題
的
に

生
を
お
く
つ
て
い
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
が
「
死
」
を
日
の
前
に
し
て
初
め
て
生
の
意
味
を
理
解
す
る
よ
う
に
、
『
テ
ィ
チ
ア

i
ン
の
死
』
に
お

い
て
も
、
計
画
さ
れ
て
い
た
続
篇
で
は
「
死
に
よ
る
生
の
高
揚
し
と
「
最
高
度
に
凝
縮
し
た
生
」
と
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
完

成
さ
れ
た
部
分
で
も
瀕
死
の
テ
ィ
チ
ア
l
ン
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
、
「
非
常
に
難
し
い
事
柄
が
い
ま
は
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
い
る

（

9
）
 

／
自
分
が
い
ま
ま
で
鈍
い
能
な
し
だ
っ
た
こ
と
が
／
い
ま
ま
で
に
な
い
ほ
ど
理
解
さ
れ
る
：
：
：
」
こ
こ
で
死
は
、
生
と
対
立
的
な
も
の
で
も

な
く
、
生
を
否
定
し
た
り
抹
殺
す
る
も
の
で
も
な
い
。
逆
に
生
を
よ
り
高
め
、
強
度
な
生
を
現
出
さ
せ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
死
の
体
験
は
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
体
験
で
も
あ
る
。
し
か
し
『
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
は
さ
ら
に
『
昨
日
』
に
み
ら
れ
た
「
生

き
ら
れ
な
か
っ
た
生
」
と
い
う
モ
ラ
ル
上
の
問
題
も
「
死
」
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
「
死
」
は
、
先
の
死
と
は
違



い
、
裁
き
手
の
相
貌
を
持
ち
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
を
断
罪
す
る
役
割
を
演
じ
る
。
と
こ
ろ
で
『
テ
ィ
チ
ア
！
ン
の
死
』
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に

は
、
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
作
品
の
特
徴
な
の
だ
が
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
の
反
省
を
含
ん
だ
詩
句
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
「
プ
ロ
ロ

l

グ
」
に
前
口
上
役
の
小
姓
が
登
場
す
る
。
し
か
し
小
姓
は
劇
に
つ
い
て
で
は
な
く
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。
そ
し
て
こ
の
劇
が
気

に
入
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
自
分
に
似
て
い
る
か
ら
だ
と
言
い
、
劇
の
特
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
、

ま
せ
た
分
別
と
早
熟
な
懐
疑
に
満
ち
、

（叩）

し
か
も
問
い
か
け
る
大
き
な
憧
れ
も
抱
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
小
姓
が
劇
を
自
己
の
反
省
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
作
者
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
小
姓
を
自
己
の
反
省
の
対
象
と
し
て
い
る

に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
右
の
詩
句
に
描
か
れ
た
特
性
は
、
『
痴
人
と
死
「
に
お
い
て
は
主
人
公
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
一
人
に
集
中
さ
れ
、

生

co 

と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
口

2 

『
昨
日
』
の
冒
頭
に
主
人
公
ア
ン
ド
レ

l
ア
の
室
内
に
つ
い
て
の
詳
細
な
ト
書
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
『
痴
人
と
死
』
も
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の

宗
内
の
詳
し
い
描
写
か
ら
始
ま
る
。
絵
画
や
骨
董
品
で
飾
ら
れ
た
部
屋
は
、
そ
の
主
人
に
審
美
家
の
名
を
冠
す
る
。
こ
う
し
た
部
屋
は
、
そ

の
住
人
を
現
実
の
生
か
ら
切
り
離
す
。
そ
こ
に
は
優
越
感
と
排
他
的
な
意
識
と
が
ま
、
ぎ
れ
も
な
く
潜
ん
で
い
る
。
テ
ィ
チ
ア

l
ン
の
館
が
や

は
り
高
台
の
上
に
あ
り
、
そ
の
庭
は
外
の
現
実
か
ら
柵
で
因
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
も
絵
画
や
骨
董
品
で
飾
ら
れ
た
部
屋
と
同
じ
設
定
で
あ

る
。
さ
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
夕
方
一
人
窓
辺
に
腰
を
か
け
て
語
り
始
め
る
、

最
後
の
山
々
が
、

い
ま
日
に
照
ら
さ
れ
た
大
気
の
輝
き
と



湿
り
け
を
帯
び
た
艶
や
か
さ
の
装
い
に
あ
る
。

山
の
頂
き
に
は
、
灰
色
の
影
を
落
と
し
、
金
色
に
縁
ど
ら
れ
て
、

純
白
の
雲
の
冠
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

聖こ
母の
をよ
のう
せ に
た昔
雲の
を画
描家
L、7こ
てち
し、は．
る白

引
用
の
最
初
の
四
行
は
、

た
し
か
に
夕
暮
れ
の
見
事
な
描
写
と
一
一
一
口
え
よ
う
。
し
か
し
す
口
葉
の
わ
ざ
と
ら
し
さ
、
き
ど
っ
た
表
現
も
日
に
つ

く
。
そ
し
て
五
行

H
以
下
で
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
が
風
景
を
「
昔
の
画
家
た
ち
」
の
描
い
た
絵
画
と
比
較
し
て
い
る
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、

じ
つ
は
風
景
か
ら
じ
か
に
感
じ
と
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
口
窓
を
絵
画
の
額
縁
と
み
な
せ

-16:3← 

ば
、
彼
の
位
置
が
は
っ
き
り
す
る
。

つ
ま
り
彼
は
生
を
芸
術
作
品
と
し
て
享
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
観
照
家
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
口
常
的
な

生
か
ら
逃
避
し
、
生
か
ら
の
離
反
を
招
い
て
い
る
。
生
へ
の
義
務
を
失
い
、
享
受
す
る
だ
け
に
な
っ
て
い
る
彼
に
と
っ
て
、
生
は
怠
味
を
喪

失
し
、
自
己
目
的
と
化
し
た
観
照
の
虚
し
い
空
転
の
う
ち
に
過
ぎ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
生
と
の
問
に
溝
が
生
じ
、
直
接
的
な
体
験
を
欠
い

た
技
巧
的
な
生
は
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
仲
間

（

M
V
 

に
ニ

l
ル
ス
・
リ

l
ネ
、
。
へ

l
ル
・
ギ
ュ
ン
ト
、
ト
ニ
オ
・
ク
レ

l
ガ

i
、
マ
ル
テ
・
ラ
ウ
リ
ス
・
ブ
リ
ッ
ゲ
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
ア
レ

ま
さ
に
世
紀
末
と
い
う
時
代
が
生
ん
だ
青
年
の
抱
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ア
レ
ヴ
ィ
ン
は
、

ヴ
ィ
ン
の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
他
な
ら
ぬ
ホ

i
フ
マ
ン
ス
タ

l
ル
FU身
が
、

ほ
ぼ
同
時
代
に
書
か
れ
た
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
に
佼
場
す

る
文
学
愛
好
家
（
つ
ま
り
世
紀
末
に
生
き
た
諸
人
物
）
を
と
り
あ
げ
、
彼
ら
は
次
の
よ
う
に
日
記
に
書
き
込
む
だ
ろ
う
と
見
抜
い
て
い
る
、
「
私

の
生
は
私
を
ど
こ
へ
も
引
き
さ
ら
っ
た
り
、
運
ん
だ
り
し
な
か
っ
た
。
私
に
は
じ
か
に
体
験
す
る
こ
と
が
欠
け
て
い
た
。
そ
し
て
体
験
す
る

こ
と
は
取
る
に
足
り
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
の
で
、
私
は
生
に
関
心
を
寄
せ
る
た
め
に
、
常
に
機
知
に
富
ん
だ
解
釈
や
作
為
的
な
反
論
や
一
一
ュ
ア
ン



ス
で
生
を
飾
り
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
」
つ
ま
り
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
彼
と
同
時
代
の
戯
曲
の
特
徴
を
把
握
し
、
戯
曲
の
主
人

公
に
時
代
が
及
ぼ
し
て
い
る
影
響
を
み
き
わ
め
て
い
る
。
し
か
る
の
ち
に
自
ら
の
作
品
に
お
い
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
と
い
う
そ
の
時
代
の
典
型

的
な
青
年
を
創
造
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
劇
の
結
末
で
「
死
」
を
前
に
し
て
、
自
ら
の
生
き
方
を
否
定
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
を
た
ん
に
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
自
画
像
と
み
な
す
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル

は
グ
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
な
か
に
自
己
断
罪
を
も
描
き
こ
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
時
代
の
問
題
と
作
家
個
人
の
問
題
と
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
う
え
で

『
痴
人
と
死
』
は
書
か
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
が
ホ
l
ブ
マ
ン
ス
タ

i
ル
の
苦
悩
の
一
つ
の
姿
で
あ
る
こ
と
は
当
時
の
書
簡
に
も
あ
ら

わ
れ
て
い
る
、
「
（
：
：
：
）
旅
行
の
あ
い
だ
、

心
か
ら
快
適
だ
と
感
じ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
私
に
は
じ
か
に
体
験
す
る
こ
と
が

な
い
の
で
す
。
私
は
、
自
分
が
生
き
て
い
る
の
を
傍
観
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
私
の
体
験
す
る
も
の
が
、
私
に
は
い
わ
ば
本
か
ら
読
み

ハ
日
山
）

と
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
な
の
で
す
。
過
去
が
は
じ
め
て
事
物
を
美
し
く
照
ら
し
、
事
物
に
色
彩
や
か
お
り
を
与
え
る
の
で
す
。
L

こ
こ
で
伝

記
的
事
実
に
ふ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
苦
悩
こ
そ
が
、

ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
じ
か
に
現
実
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
を
求
め
さ
せ
、
志
願
兵

円。
β
h
U
 

と
し
て
第
六
竜
騎
兵
連
隊
に
入
隊
さ
せ
た
最
も
大
き
な
原
因
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
後
の
歩
み
を
我
々
に
充
分
予
感
さ
せ
る
よ
う

に
、
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
l
ル
の
描
く
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
視
線
は
、
風
景
か
ら
そ
こ
の
山
腹
に
住
む
人
た
ち
へ
と
移
っ
て
い
く
。

つ
ま
り
唯
美

的
な
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
へ
と

D

こ
こ
に
も
、
『
昨
日
』
の
主
人
公
ア
ン
ド
レ

l
ア
と
同
じ
く
、
生
に
憧
れ
る
唯
美
主
義
者
と
い
う
ホ

l

ブ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
作
品
に
特
有
な
主
人
公
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
、

あ
の
広
々
と
し
た
山
腹
に
寂
し
く
住
ん
で
い
る
人
た
ち
は
、

何
と
近
く
俺
の
憧
れ
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
、

そ
し
て
彼
ら
が
手
で
摘
み
と
っ
た
財
宝
は
、



彼
ら
の
手
足
の
心
地
よ
い
疲
労
に
報
い
て
い
る
の
だ
。

閉
ざ
さ
れ
た
室
内
で
美
し
い
装
飾
品
に
固
ま
れ
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
思
念
に
よ
っ
て
空
回
り
す
る
こ
と
の
な
い
現
実
的
な
生
へ
の
憧
れ

を
口
に
は
し
て
い
る
、

し
か
し
観
照
家
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
実
際
に
は
何
の
行
為
も
せ
ず
、
従
っ
て
体
験
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
し
て
「
た

し
ば
し
ば
現
実
に
は
不
幸
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
自
身
が
結
構
な
朗
涌
の
主
題
な
の
で
あ
る
口
と
い
う
の
も
話
術
と
反

省
と
は
彼
ら
本
来
の
天
職
だ
か
ら
だ
。
」
（
『
イ
プ
セ
ン
の
戯
曲
の
な
か
の
人
々
』
）
事
実
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
朗
請
は
、
現
実
的
な
生
へ
の
憧
れ

し
か
に
、

を
語
る
こ
と
か
ら
、

い
つ
し
か
そ
の
憧
れ
を
審
美
的
な
言
葉
で
飾
る
朗
諦
自
体
を
目
的
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
次
に
は
、
そ
の
よ
う

な
姿
勢
を
反
省
す
る
言
葉
が
続
く
。
つ
ま
り
現
実
へ
と
い
う
要
請
と
、
そ
れ
を
美
的
言
語
が
勝
手
に
描
い
て
し
ま
う
こ
と
、
さ
ら
に
そ
う
し

（
悶
）

た
描
写
を
「
く
だ
ら
な
い
物
思
い
」
と
反
省
す
る
こ
と
、
こ
の
循
環
の
う
ち
に
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
生
は
続
い
て
い
く
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
自

（
却
）

分
の
生
を
「
ゆ
る
が
せ
に
し
た
生
」
と
名
付
け
、
次
の
よ
う
に
悔
恨
し
て
い
る
、

い
っ
た
い
俺
は
人
間
の
生
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
の
か
、
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も
ち
ろ
ん
見
か
け
は
そ
の
な
か
に
立
っ
て
い
た

し
か
し
俺
は
人
間
の
生
を
せ
い
ぜ
い
頭
で
わ
か
っ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、

自
分
を
一
度
も
そ
の
な
か
に
織
り
こ
む
こ
と
も
で
き
ず
、

（
幻
）

一
度
も
そ
れ
に
夢
中
に
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
自
分
の
意
識
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
た
虚
構
の
世
界
に
生
き
て
き
た
。
彼
に
と
っ
て
不
意
を
つ
く
も
の
は
な

く
、
す
べ
て
は
既
知
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
ど
こ
を
見
て
も
自
分
が
映
っ
て
い
る
鏡
に
固
ま
れ
た
世
界
に
彼
は
生
き
て
き
た
と
も
一
一
口
え
よ

う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
こ
で
は
生
と
の
直
接
的
な
関
係
が
損
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
そ
の
時



代
の
特
徴
を
ホ
i
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
、
『
痴
人
と
死
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
書
い
た
評
論
で
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
、
「
今
日
で
は
二

つ
の
こ
と
が
現
代
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
す
な
わ
ち
生
の
分
析
と
生
か
ら
の
逃
避
と
。
」
（
『
ダ
ヌ
ン
チ
オ
論
』
）
し
か
し
以
上
の
ク
ラ
ウ
デ

ィ
オ
の
特
性
の
分
析
の
結
果
か
ら
、
こ
の
二
つ
は
、
生
か
ら
の
離
反
と
い
う
根
本
的
な
特
質
に
お
い
て
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ

う
と
こ
ろ
で
な
ぜ
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
「
痴
人
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
生
か
ら
の
離
反
と

一
応
は
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
こ
の
問
題
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
現
在
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
う
つ
ろ
な
生
を
悔
い
つ
つ
生
き
て

い
る
が
、
そ
の
彼
に
も
か
つ
て
は
す
ば
ら
し
い
生
が
あ
っ
た
、

そ
こ
（
陶
酔
に
つ
つ
ま
れ
た
遍
歴
時
代
）

で
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
、

な
ん
と
生
き
生
き
と
、
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慈
し
み
な
が
ら
つ
か
も
う
と
す
る
手
に
近
く
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

心
の
底
か
ら
歓
喜
に
ひ
た
り
、

（お）

大
き
な
生
の
輸
の
生
き
た
一
部
だ
と
感
じ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ど
ん
な
に
俺
は
、
自
分
が
生
気
に
あ
ふ
れ
、

人
間
と
世
界
と
が
調
和
し
て
一
体
と
な
っ
て
い
た
時
代
（
幼
年
時
代
）
、
そ
こ
で
は
予
感
と
現
在
と
は
夢
想
の
な
か
に
あ
っ
て
同
一

。〉

も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
早
熟
な
少
年
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
豊
か
な
感
受
性
に
よ
り
、
夢
想
は
限
り
な
く
拡
大
さ
れ
る
。
し
か
し

H
十
日
烈
な
英
知
に
は
、
早
熟
な
懐
疑
が
と
も
な
う
。
懐
疑
の
誕
生
と
と
も
に
、
調
和
的
な
世
界
に
も
亀
裂
が
入
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
世
界
を

あ
と
に
し
、
歩
み
を
進
め
て
い
く
の
が
、
成
長
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
人
間
の
宿
命
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
場
合

に
は
、
幼
年
時
代
の
夢
想
は
い
つ
か
醒
め
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、

で
き
れ
ば
醒
ま
し
た
く
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
予
感
さ
れ

て
し
ま
う
。
早
熟
な
分
だ
け
豊
か
な
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
内
面
は
、
そ
の
分
だ
け
強
く
そ
の
世
界
を
守
ろ
う
と
し
、
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
す



る
も
の
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
次
第
に
現
実
と
の
接
触
を
欠
く
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
自
己
と
世
界
と
の
決

定
的
な
恭
離
を
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
か
ら
は
免
れ
る
こ
と
に
な
る
口
そ
の
よ
う
な
彼
に
厳
密
な
意
味
で
の
覚
醒
の
瞬
間
は
訪
れ
る
べ

く
も
な
い
。
生
を
目
の
前
に
し
て
、

い
つ
ま
で
も
幼
年
時
代
の
状
態
に
留
ま
れ
る
と
思
っ
た
彼
は
、
も
は
や
帰
り
え
ぬ
幼
年
時
代
と
決
し
て

（

M
V
 

入
り
え
ぬ
現
実
の
世
界
と
の
聞
を
訪
但
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
状
態
を
「
栄
光
に
満
ち
て
は
い
る
が
危
険
な
状
態
」
と
ホ

l
フ
マ
ン
ス

タ
ー
ル
は
後
年
記
し
て
い
る
。
仲
ω位
え
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ご
と
く
、

ク
ラ
ウ
テ
ィ
オ
は
現
実
に
は
辿
り
着
か
な
い
。
彼
の
陥
っ
て
い
る
こ
う

し
た
状
態
こ
そ
が
、
彼
を
「
痴
人
」
と
呼
ば
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
空
虚
な
生
の
な
か
に
あ
る
ク
ラ
ウ
テ
ィ
オ
に
「
死
」
が
訪
れ

る
こ
と
に
な
る
。3 
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右
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
特
性
か
ら
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
一
死
」
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
審
判
を
下
す
役
日
を
も

っ
て
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
死
」
の
登
場
と
同
時
に
、

こ
の
劇
の
比
荒
は
、
世
紀
末
的
な
青
年
の
心
理
捕
手
か
ら
道
徳

劇
的
な
筋
の
展
開
へ
と
移
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
こ
の
劇
の
中
心
主
題
で
あ
る
「
生
」
に
つ
い
て
も
、

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
覆
わ
れ
、

濃
密
な
俗
怠
に
病
ん
だ
状
態
に
あ
っ
て
、
密
閉
さ
れ
た
自
意
識
の
世
界
を
凝
視
す
る
生
の
描
写
か
ら
、
そ
う
し
た
生
へ
の
断
罪
と
そ
こ
か
ら

の
脱
出
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
と
移
動
す
る
。
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
死
」
が
、
た
と
え
ば
ホ
ル
パ
イ
ン
の
描
く
よ
う
な
似
什
の

（お）

姿
で
あ
ら
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
死
」
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
戊
え
て
あ
ら
わ
れ
、
次
の
よ
う
に
語
り
始
め
る
、

私
は
恐
い
も
の
で
は
な
い
し
、
骸
骨
で
も
な
い
。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
同
族
の
も
の
で
、



霊
魂
の
偉
大
な
神
が
お
ま
え
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
台
詞
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
死
」
が
す
べ
て
の
も
の
に
終
り
を
告
げ
る
恐
る
べ
き
も
の
と
い
う
特
性
だ
け
で
は
作
し
き
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
死
」
は
人
間
に
霊
感
を
与
え
、
現
実
か
ら
解
き
放
し
、
「
最
高
度
に
圧
縮
さ
れ
た
生
」
を
も
た
ら
す
役

日
を
も
も
っ
て
い
る

D

寸
死
」
に
関
す
る
こ
う
し
た
考
え
は
、
す
で
に
『
テ
ィ
チ
ア

l
ン
の
死
』
に
も
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
じ
つ
は
ホ

l

ソ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
二
つ
の
方
向
か
ら
「
死
」
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

一
つ
の
方
向
は
、
劇
の
展
開
か
ら
充
分
理
解
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
中
世
の
「
死
の
舞
踏
」
的
な
も
の
、

つ
ま
り
モ
ラ
ル
的
で
教
訓
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
「
死
」

を
前
に
し
て
最
初
は
恐
れ
戦
く
ば
か
り
で
あ
る
が
、
次
第
に
自
分
の
一
生
を
反
省
し
始
め
る
。
「
死
」
は
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
を
坪
の
意

識
に
目
覚
め
さ
せ
る
た
め
に
、
彼
の
目
の
前
に
す
で
に
死
ん
で
い
る
彼
の
母
と
恋
人
と
友
人
の
霊
を
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
音
色
に
よ
っ
て
呼
び

の
か
、
友
人
の
魂
を
道
具
の
ご
と
く
・
無
惨
に
利
用
し
つ
く
し
た
か
を
知
ら
さ
れ
る
。

つ
い
に
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
生
の
苦
悩
を
知
り
、
非
の
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出
す
。
彼
ら
の
口
か
ら
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、

い
か
に
自
分
が
母
親
の
苦
し
み
に
無
知
だ
っ
た
か
、
何
と
残
酷
な
仕
打
ち
を
恋
人
に
加
え
た

怠
識
に
苦
し
む
に
到
る
。
そ
し
て
劇
の
最
後
で
は
「
死
」
の
支
配
に
身
を
委
ね
よ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
変
化
に
と
も
な

い
、
「
死
」
は
裁
き
手
か
ら
救
済
者
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
の
『
痴
人
と
死
』
を
執
筆
し
て
か
ら
約
一
年
後
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
日
記
に

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、
「
彼
（
グ
ラ
ウ
デ
ィ
オ
）

の
出
会
う
最
初
の
真
実
な
も
の
が
、
そ
し
て
彼
が
深
い
真
実
性
を
把
握
す
る
こ
と
が

（幻）

で
き
る
最
初
の
も
の
が
、
『
死
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
あ
ら
ゆ
る
嘘
と
相
対
性
と
手
品
の
終
り
。
」
つ
ま
り
た
と
え
死
の
瞬
間
に
お
い
て
で

は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
過
去
の
生
活
の
罪
を
知
り
、

モ
ラ
ル
的
な
問
い
か
け
を
発
し
た
が
ゆ
え
に
少
な
く
と
も
そ
の
瞬
間
に

お
い
て
は
、
人
間
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
、
真
実
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

「
寸
先
」
の
も
う
一
つ
の
面
は
、
「
死
」
が
別
の
世
界
へ
の
原
を
開
き
、
現
実
か
ら
人
を
解
放
す
る
と
い
う
面
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
死
の
魅



惑
の
面
に
世
紀
末
の
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
秘
義
的
な
熱
烈
さ
を
も
っ
て
沈
潜
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
事
実
『
痴
人
と
死
』
の
「
死
」
は
、

世
紀
末
的
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
あ
る
読
者
に
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
。
「
死
」
の
そ
の
よ
う
な
面
を
先
の
引
用
に
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
ま

た
類
似
し
た
表
現
を
他
の
作
品
に
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
死
が
歩
ん
で
い
く
が
、
そ
れ
は
骸
骨
で
は
な
く
、
美
し
い
異
教

（お）

徒
の
若
者
で
欲
望
と
夢
と
を
供
と
し
て
連
れ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
死
」
は
恐
る
べ
き
面
だ
け
で
は
な
く
、

魅
惑
的
な
面
も
持
っ
て
い
る
。
で
は
「
死
」
を
描
く
以
上
の
二
つ
の
方
向
は
、
ど
の
よ
う
な
関
連
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
の
ク
ラ

ウ
デ
ィ
オ
の
台
詞
が
問
題
と
な
る
。

俺
の
生
は
死
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
死
よ
、
こ
ん
ど
は
お
ま
え
が
俺
の
生
と
な
っ
て
く
れ
。

生
も
死
も
知
ら
な
い
俺
に
、

（：・・・・）
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何
が
い
っ
た
い
お
ま
え
を
死
と
名
付
け
、
以
前
を
生
と
呼
ば
せ
る
の
か
。

夢
を
み
て
い
る
と
き
、
溢
れ
る
ば
か
り
の
夢
の
感
じ
の
た
め
に
、

H
が
覚
め
る
こ
と
が
あ
る
、

い
ま
俺
は
そ
の
よ
う
に
溢
れ
る
ば
か
り
の
感
じ
の
な
か
で
、

た
ぶ
ん
生
の
夢
か
ら
死
に
よ
る
覚
醒
の
状
態
に
目
覚
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
「
死
」
に
よ
っ
て
地
上
の
生
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
実
際
に
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
、
従
来
の
自
分
の
生
か
ら
解
放
さ
れ
た
後
ほ
か
な
ら
ぬ
地
上
の
生
を
も
う
一
度
や
り
直
し
た
い
と
い
う
願

望
を
一
括
念
の
も
と
に
一
一
一
日
っ
て
い
る
の
だ
。
や
は
り
「
死
」
は
生
の
意
味
を
際
立
た
せ
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
モ
ラ
ル
的
な
立



場
か
ら
「
死
」
を
描
く
こ
と
に
こ
そ
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
l
ル
の
意
図
は
あ
っ
た
。

つ
ま
り
読
者
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
死
を
教
訓
に
し
て
生
に

立
戻
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、

ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
死
を
と
も
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
生
命
力
の
衰
退
か
ら
、
死
へ
の
甘
美
な
夢
を
抱

く
世
紀
末
の
読
者
か
ら
は
、
作
者
の
意
図
は
無
視
さ
れ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

以
上
死
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
モ
ラ
ル
的
な
見
地
か
ら
と
神
秘
的
な
見
地
か
ら
と
二
つ
の
描
き
方
が
あ
っ

た
。
同
じ
よ
う
に
生
も
二
つ
の
見
地
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
で
次
に
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
痴
人
と

ま
ず
モ
ラ
ル
的
な
見
地
か
ら
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
「
現
世
の
生
を
現
世
的
に
生
き
る
と
い
う
／

誰
に
で
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
、
お
ま
え
に
も
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
「
死
」
の
台
詞
や
、
「
あ
ら
ゆ
る
生
の
支
え
で
あ
る
誠
実

を
学
び
た
川
一
と
い
う
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
台
詞
は
そ
れ
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
生
の
不
気
味
な
面
も
見
逃
さ
れ
て
は
い
な

死
』
に
お
い
て
生
は
、

い
。
こ
の
問
題
は
『
痴
人
と
死
』
の
た
め
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」

に
特
に
は
っ
き
り
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
「
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
は
ホ

l
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フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
よ
っ
て
は
結
局
発
表
さ
れ
ず
、
遺
稿
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
『
痴
人
と
死
』
に
関
連
し
て
重
要
な
問
題
を

含
ん
で
い
る
の
で
以
下
に
み
て
い
き
た
い
。
そ
の
な
か
に
、
あ
る
犬
に
つ
い
て
の
興
味
深
い
描
写
が
あ
る
。
あ
る
日
曜
日
の
午
後
犬
の
ミ
ラ

イ
オ
は
深
く
息
を
し
な
が
ら
眠
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
悪
夢
に
襲
わ
れ
た
ら
し
く
不
安
げ
な
岬
き
声
を
あ
げ
る
。
こ
の
ミ
ラ
イ
オ
の
附
き
は

「
あ
る
未
知
の
力
の
そ
よ
ぎ
こ
の
よ
う
で
あ
り
、
ミ
ラ
イ
オ
を
見
守
っ
て
い
た
飼
主
の
フ
ェ
ラ
ン
テ
と
友
人
の
バ
ル
ダ
ッ
サ
l
ル
の
二
人
の

魂
は
震
揺
さ
せ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
咳
く
、

／’－－..＿ ． ． ． ． ． ． 、、dノ

わ
た
し
た
ち
の
血
管
の
な
か
の

暗
い
血
は
、
意
味
も
な
く
、
救
い
も
な
く
、

理
解
し
が
た
く
支
配
し
て
い
る
が
、



一
息
に
死
を
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
暗
い
血
が
、
最
高
に
し
て

最
も
す
ば
ら
し
い
熱
狂
的
な
悦
惚
を

激
し
く
、
ど
よ
め
き
つ
つ

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
だ
：
：
：

「
熱
狂
と
山
悩
と
憎
悪
と
精
神
と
血
、

「
血
」
は
生
命
力
を
表
す
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
生
と
同
じ
範
隠
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
テ
ィ
チ
ア

l
ン
の
死
』
に
は
、

（
剖
）

つ
ま
り
生
は
目
覚
め
て
い
た
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
血
す
な
わ
ち
生
は
一
両
で
は
「
最
も
す
ば
ら

し
い
熱
狂
的
な
悦
惚
」
を
生
み
出
す
も
の
の
、
他
面
不
気
味
な
面
も
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
生
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
怠
味
も
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な
く
、
救
い
も
な
く
、
理
解
し
が
た
く
」
と
い
う
一
一
一
日
葉
は
、
生
の
持
つ
把
握
し
が
た
い
面
を
表
し
て
い
る
。
パ
ル
ダ
ッ
サ

l
ル
は
ピ
ア
ノ
を

弾
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
重
苦
し
く
な
っ
て
い
く
気
分
を
、
憧
れ
に
満
ち
て
痛
々
し
く
胸
を
訣
る
よ
う
な
暗
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
変
え

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
自
身
を
そ
の
気
分
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
生
に
よ
る
威
圧
を
音
楽
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

逃
れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
窓
か
ら
外
へ
流
れ
出
て
い
く
。
そ
こ
ヘ
パ
ル
ダ
ッ
サ
l
ル
を
訪
ね
て
き
た
ア
ン
ド
レ
l
ア
と
ガ
レ

オ
ッ
ト
と
い
う
二
人
の
友
人
に
は
、
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
比
類
な
く
美
し
い
も
の
と
聞
こ
え
、
二
人
は
わ
け
も
な
い
笑
い
に
誘
わ
れ
る
。
そ

の
笑
い
の
原
凶
は
、
章
一
苫
し
い
気
分
に
陥
っ
て
い
る
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
笑
っ
た
二
人
に
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
の
少

（お）

し
興
奮
し
た
魂
が
パ
ル
ダ
ッ
サ

l
ル
の
奏
で
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
同
じ
よ
う
に
「
生
の
陪
い
手
の
な
か
」
に
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
の
だ
っ

た
。
そ
し
て
夕
暮
れ
に
な
り
、
今
度
は
ア
ン
ド
レ

l
ア
が
ハ
ル
ダ
ッ
サ

l
ル
た
ち
に
不
思
議
な
韻
に
よ
っ
て
宝
青
か
れ
た
短
か
い
死
の
舞
踏
劇

を
朗
読
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
そ
れ
が
『
痴
人
と
死
』
な
の
で
あ
る
。
以
上
が
「
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
が
、

」
こ
で
は



教
養
目
標
と
し
て
の
生
と
い
う
面
よ
り
も
、
生
の
暗
い
面
が
余
り
に
も
強
く
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
先
の
「
生
の
暗
い
手
の
な
か
」
と
い

手
の
な
か
」
に
い
た
と
い
う
表
現
も
可
能
で
あ
る
。

う
表
現
の
「
生
」
を
「
死
」
と
交
換
し
て
も
一
向
に
差
支
え
な
い
。
彼
ら
は
把
握
し
が
た
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
死
の
暗
い

つ
ま
り
こ
こ
で
生
と
死
と
は
同
義
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
す
で
に

み
て
き
た
よ
う
に
『
痴
人
と
死
』
に
お
い
て
生
は
、
何
よ
り
も
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
モ
ラ
ル
的
な
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か

《り、

こ
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
は
読
者
に
奇
異
な
印
象
を
与
え
ず
に
は
い
な
い
。
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
の
与
え
る
こ
の
よ
う
な
効
果
は
、
神
秘

的
な
霊
感
を
与
え
る
死
の
一
面
と
も
あ
い
ま
っ
て
『
痴
人
と
死
』
の
道
徳
劇
と
し
て
の
筋
を
わ
き
へ
追
い
や
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
も
し

そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ

l
ル
の
意
閃
し
た
、
自
己
断
罪
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
死
に
沈
潜
し
よ
う
と
す
る
時
代
の
気
分
を

超
克
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
他
な
ら
ぬ
こ
こ
に
こ
そ
っ
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
が
削
除
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
が
あ

て
こ
の
現
実
と
い
う
空
間
は
、
僅
か
な
発
端
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
以
後
の
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ

i
ル
の
作
品
に
お
い
て
砿
大
さ
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る
。
死
へ
の
沈
潜
や
夢
の
川
縛
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
な
の
は
夢
で
も
な
く
死
で
も
な
く
現
実
で
あ
る
。
『
痴
人
と
死
』
に
お
い

れ

モ
ラ
ル
的
な
世
界
で
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
う
も
の
の
死
に
神
秘
的
な
而
が
与
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
『
痴
人
と
死
h

の
な
か
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
と
っ
て
も
生
は
、
簡
単
に
目
標
と
し
て
設
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ

は
、
そ
も
そ
も
理
解
し
が
た
い
生
の
な
か
に
一
つ
の
窓
口
え
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
辿
っ
た
道
の
困
難
さ
が
一
層
は
っ
き
り
す

る
。
こ
こ
で
『
痴
人
と
死
』
に
お
け
る
「
死
」
の
最
後
の
台
詞
を
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
、

」
の
人
間
と
い
う
も
の
は
何
と
不
思
議
な
も
の
だ
ろ
う
。

解
き
明
か
し
え
な
い
も
の
を
解
き
明
か
し
、

い
ち
ど
も
書
か
れ
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
読
み
、



も
つ
れ
た
も
の
を
白
巾
に
結
び
つ
け
、

そ
し
て
永
遠
の
閣
の
な
か
で
も
道
を
見
出
す
の
だ
。

「
解
き
明
か
し
え
な
い
」
生
、
あ
る
い
は
「
永
遠
の
闇
」
で
あ
る
生
を
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
は
彼
な
り
に
解
き
明
か
し
た
。
そ
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ

オ
に
「
死
」
は
感
心
し
て
い
る
。
『
痴
人
と
死
』
が
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
台
前
（
寸
た
ぶ
ん
生
の
夢
か
ら
死
に
よ
る
覚
醒
の
状
態
に
目
覚
め
る
こ

と
だ
ろ
う
し

で
終
ら
ず
、
「
死
」
が
最
後
に
先
の
台
詞
を
語
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
最
後
で
も
う
一
度
生
は
捉
え
が
た
い
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
う
え
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
解
き
明
か
し
た
答
え
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
こ
と
も
読
者
に
示
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
は
っ
き
り
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
距
離
を
お
い
て
い
る
。

つ
ま
り
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ

は
、
あ
れ
ほ
ど
慣
れ
て
い
な
が
ら
、
結
局
山
腹
に
寂
し
く
住
ん
で
い
る
人
々
の
生
に
は
入
っ
て
い
け
な
か
っ
た
。

従
っ
て
「
死
」
の
台
詞
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は
、
改
心
し
た
と
は
い
え
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
非
を
も
う
一
度
読
者
に
呼
び
お
こ
し
、
道
徳
劇
的
な
面
を
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

4 

生
は
把
握
し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
生
の
内
実
を
求
め
よ
う
と
注
視
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
か
ら
逆
に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う
イ
ロ

ニ
ー
も
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
感
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
し
た
イ
ロ
ニ
ー
を
彼
と
同
時
代
の
作
家

R
－
ム

l
ジ
ル
は
『
生
徒
一
ア

ル
レ
ス
の
惑
い
』
の
な
か
で
テ
ル
レ
ス
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
、
「
：
：
：
そ
の
橋
に
は
始
め
と
終
り
の
橋
脚
し
か
な
い
の
に
、
ま
る
で

橋
全
体
が
存
在
し
て
い
る
み
た
い
に
そ
の
上
を
安
全
に
渡
っ
て
い
け
る
ん
だ
。
」
こ
の
橋
は
生
の
比
除
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
始
め
と

終
り
の
橋
脚
す
な
わ
ち
誕
生
と
死
亡
と
は
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
あ
い
だ
の
生
は
果
し
て
あ
る
と
一
言
い
う
る
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
生
に
無
関
心

で
あ
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
の
、
が
テ
ル
レ
ス
の
問
い
か
け
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
生
を
余
り
に
微
細
に
観
察
し



ょ
う
と
し
た
テ
ル
レ
ス
は
、
現
実
に
は
適
合
で
き
ず
、
結
局
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
と
な
り
、
退
学
さ
せ
ら
れ
る
結
果
と
な
る
。
こ
の
テ
ル
レ
ス
の
問

い
か
け
は
、
現
実
の
生
と
は
異
質
の
非
現
実
の
世
界
へ
と
導
く
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
さ
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
場
合
だ
が
、
彼
が
生
か
ら
の

離
反
に
陥
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
生
に
つ
い
て
無
関
心
で
、
テ
ル
レ
ス
の
よ
う
な
問
い
か
け
を
発
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
逆

で
彼
は
余
り
に
繊
細
に
そ
う
し
た
問
い
か
け
に
か
か
わ
り
す
ぎ
た
の
だ
。
思
念
が
空
回
り
し
、
言
葉
が
先
走
る
彼
の
一
生
は
絶
え
ず
そ
の
問

い
か
け
の
な
か
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
余
り
に
純
粋
に
生
き
よ
う
と
し
、
全
一
な
状
態
を
希
求
す
る
青
年
の
願
望
は
、

か
え
っ
て
そ
の
青
年

を
内
面
へ
と
追
い
こ
み
、
生
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
危
険
性
を
も
っ
。
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
『
私
自
身
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
『
痴

人
と
死
』
を
書
い
た
時
期
を
省
み
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
、
「
こ
の
独
特
の
時
期
の
主
要
な
問
題
は
、
ポ
ル
デ
ィ
（
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ

ン
・
ア
ン
ド
リ
ア
ン
）
が
完
全
に

（
私
は
彼
ほ
ど
完
全
に
で
は
な
く
、

一
種
の
二
重
生
活
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
的
に
）
現
実
を
見
逃
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し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
事
物
の
本
質
を
感
じ
と
ろ
う
と
し
た
が
、
事
物
の
別
の
様
相
を
無
視
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
故
意
に
無
視
し

ょ
う
と
し
、
無
と
み
な
そ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
似
た
よ
う
に
生
徒
テ
ル
レ
ス
も
事
物
が
遠
く
に
あ
る
場
合
の
様
相
と
わ
れ
わ
れ
の
間
近
に

あ
る
場
合
の
様
相
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
つ
ま
り
絶
対
的
な
も
の
や
普
遍
的
な
も
の
あ
る
い
は
本
質
的
な
も
の
が
求
め
ら

れ
る
あ
ま
り
、
具
体
的
な
経
験
が
軽
視
さ
れ
、

日
常
的
な
出
来
事
が
蔑
視
さ
れ
る
。

ひ
い
て
は
現
実
を
無
視
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
。
経
験

が
な
い
が
ゆ
え
に
人
間
と
し
て
の
成
熟
も
訪
れ
な
い
。
そ
の
結
果
決
し
て
生
の
な
か
へ
は
入
り
こ
め
な
い
と
い
う
危
険
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

右
の
覚
え
書
き
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
特
性
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
悩
み
に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
も
こ
う
咳
く
か
ら
だ
、

（
：
：
：
）
俺
は
意
味
や
祝
福
が
遠
く
に
広
が
っ
て
い
る
の
を
見
、

い
つ
も
憧
れ
に
満
ち
て
じ
っ
と
彼
方
を
見
や
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
俺
の
眼
差
が
近
く
の
も
の
に
そ
そ
が
れ
る
と
、



あ
ら
ゆ
る
も
の
が
味
気
な
く
、
目
障
り
で
、
陰
欝
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

さ
て
白
意
識
に
よ
っ
て
密
閉
さ
れ
た
世
界
を
脱
出
し
、
外
界
に
直
接
触
れ
る
生
を
と
り
も
ど
そ
う
と
す
る
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
！
ル
の
傾
向

は
、
反
省
的
意
識
問
。

hzu内
円
。
ロ
に
対
す
る
姿
勢
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
解
き
明
か
し
え
な
い
も
の
を
解
き
あ
か
し
」
と
い
う
「
死
し
の

ム
リ
詞
も
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
の
反
省
的
意
識
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
反
省
的
意
識
は
、
幼
年
性
の
夢
を
打
ち
砕
く
も
の
と
し

（

H
U）
 

て
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
足
を
踏
み
出
す
力
を
与
え
、
人
間
を
成
熟
へ
導
く
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
「
死
」
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
生
の
厳
粛
な
意
味
を
教
え
た
口
し
か
し
「
死
」
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
に
現
実
の
生

の
尊
さ
を
一
不
す
一
方
、
神
秘
的
な
力
で
非
現
実
の
領
域
へ
彼
を
導
く
可
能
性
を
も
有
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
道
を
陵
昧
な
ま
ま
に
「
死
L

に
共
存
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
モ
ラ
ル
的
内
容
と
そ
の
内
容
よ
り
先
行
し
て
生
み
出
さ
れ
る
美
的
一
一
一
口
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話
と
の
ず
れ
が
、
さ
ら
に
読
者
が
死
へ
の
沈
潜
と
い
う
姿
勢
か
ら
だ
け
こ
の
作
品
を
享
受
し
た
こ
と
が
、
ホ
l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
に
後
年
「
痴

人
と
死
』
に
つ
い
て
不
満
を
述
べ
さ
せ
た
原
因
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
痴
人
と
．
化
』
は
唯
美
的
な
文
体
で
書
か
れ
て
お
り
、
世
紀
末
の
時
代

思
潮
を
描
い
て
も
い
る
、

し
か
し
生
の
不
気
味
な
側
面
を
描
い
た
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
を
ホ

i
フ
マ
ン
ス
タ

i
ル
が
結
局
削
除
し
て
し
ま
っ
た

と
い
う
事
実
と
、

ま
た
そ
も
そ
も
「
芸
術
草
紙
」
を
避
け
「
現
代
美
神
年
鑑
」
に
『
痴
人
と
死
』
を
発
表
し
た
姿
勢
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ

の
劇
の
根
底
に
、
唯
美
主
義
的
な
生
の
克
服
と
現
実
の
生
の
奪
還
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
美
的
午
一
一
口
語
へ
の
懐
疑
が
明
瞭
に
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
生
の
奪
還
と
一
一
一
一
口
語
懐
疑
と
の
二
つ
が
表
裏
一
体
と
な
っ
て
問
題
に
さ
れ
る
点
に
ホ

l
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
文
学
の
特
質
が
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
生
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
、
文
学
創
作
の
真
実
性
を
生
み
出
す
と
い
う
考
え
に
通
じ
る
。
こ
う
し
た
方
向
は
、

四
年
の
休

止
期
間
の
の
ち
再
び
取
り
組
ま
れ
た
行
情
劇
に
、

と
り
わ
け
『
白
い
一
扇
』
と
「
皇
帝
と
魔
女
』
と
に
よ
り
は
っ
き
り
と
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の

詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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チ
ア

l
ン
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
オ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
、
「
：
：
：
先
生
が
お
造
ら
せ
に
な
っ
た
庭
に
は
／
高
く
て
、

す
ら
り
と
し
た
柵
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
／
だ
か
ら
こ
そ
い
っ
ぱ
い
に
花
を
咲
か
せ
て
い
る
蔓
の
隙
聞
か
ら
／
ぼ
く
た
ち
は
外
の
世
界
を
見

る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
」
（

P
ω
・
ω巳
・
）
テ
ィ
チ
ア

l
ン
の
弟
子
達
と
同
様
に
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
も
た

4 3 
（

6
 

（

7
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）

12 
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だ
唯
美
的
に
世
界
を
観
察
す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
に
、
自
ら
の
周
り
に
柵
を
造
る
結
果
と
な
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
生
の
柵
」
（

P
ω
－
M

∞
少
）
と

名
付
け
て
い
る
。
こ
の
「
生
の
柵
」
越
し
に
生
と
接
し
て
い
る
限
り
、
生
の
全
体
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

。・∞－
M

∞

「

（

H
）
〉
｝
命
名
て
ロ
一

ω・
ω・
0
・4

∞－

Awt・
（
日
）
何
回
・
∞
－

H
2・

出
口
問
。

J10ロ
出
。
同
日
mwロロ
ω吾
巴
・
開
門
凶
m
R
同
州
民
ぬ
ぐ
。
ロ
回
ouoロ
σロ
吋
ぬ
い
即
日
1FO問看
R

E巳・

3
・ωロ
w
p
z
m
w－
云
・
（
ω－
E
E
V
R）
5
8・∞・

5
・

の・

ω－
M

∞
「
（
刊
日
）
岡
山
戸
∞
－
H

印
（
）
・
（
印
）
の
e
m－
M

∞
ω
・
（
別
）
の
・
∞
－
N

∞N
・

開
σ門
田
・
（
幻
）

HNF
∞
・
口
0
・
（
お
）
の
・
∞
－
M

∞U
1

．

（

M
）
何
回
・
∞
・
3
m
v
・

た
と
え
ば
雑
誌
『
ユ

l
ゲ
ン
ト
』
ロ

5τ
官
ロ
仏
（
第
六
号
一
八
九
九
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
さ
し
絵
で
は
、
「
死
」
は
黒
づ
く
め
の
衣
装
で
、

美
し
い
顔
立
ち
の
青
年
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
（
〈
包
・
〈
。
－
wohω
・
mw・
c・－
m・
hE・）

0
・
ω－
M

∞
∞
・
（
幻
）
何
回
・

ω・
ω吋
。
・
（
お
）
何
回
・

ω・
5ω
・
（
却
）

P
ω
・
M
m
w
叶・

の
e
m・
M
G
（
）
・
（
出
）
開
σ仏
・
（
M
M

）
の
・

ω・
ω
。
ω
・
（
幻
）
の
・

ω・
ω
。
ω
・

c・
m
・
Mmω
・
（
お
）
の
・

ω・
ω
。。・

死
と
生
と
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
記
述
は
『
小
世
界
劇
場
』
（
一
八
九
七
）
に
も
見
出
さ
れ
る
。
「
苦
痛
と
い
う
も
の
は
人
間
に
生
ま
れ
つ
き
の

も
の
だ
。
／
い
や
、
私
は
苦
痛
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
／
す
で
に
双
子
の
よ
う
な
全
き
近
し
さ
を
被
い
隠
し
て
し
ま
う
が
／
存

在
と
い
う
も
の
は
そ
う
し
た
近
し
さ
に
よ
っ
て
被
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
／
私
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
分
け
る
こ
と
に
な
る
、

す
な
わ
ち
我
々
は
生
き
な
が
ら
に
死
ん
で
い
く
の
だ
。
」
（
P
ω
・
ω
∞
ω
・）

の・∞－
NmvJ1
同・

冨

g
F
問。
σσ
丘
一
∞
位
H
E－－の
FO
開門
N
此

E
Cロm
N

・
出
ω日
σロ
円
肉
（
問
。
J
S
F
F）
HG芯
a

印・

3
・

何回－

m
・。
N

2

・
（
却
）
の
・
∞
－
N

∞N
・

四
年
後
に
書
か
れ
た
『
白
い
扇
』
に
お
い
て
、
反
省
的
意
識
に
は
、
主
人
公
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ニ
オ
を
死
者
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
つ
と
い
う
肯
定
的

な
役
割
が
よ
り
明
瞭
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
（
〈
m－－

P
ω
・
品
目
－

h
0・）

註
に
あ
げ
た
以
外
の
主
要
参
考
文
献

印N
。ロ
E
・
伊
丹
R
h
u
s
－－
F
R
F
o
u
s
B
m
w
門目。
ω
巴
ロ
円
四
0
2
2－0・
H
J
S江
口
丘
町
凶
・
冨
・

5
3・

H
，R
Oゲ
問
。
民
一
回
戸
mO
〈
。
ロ
ロ
え
Bmwロロ
E
H
E－－
H
，
c
Eロ
mOHM

－C叶。・

（日）
（日）

（
げ
）

（幻）
（お）

（お）
（
叩
）

（但）
（
訪
）

（幻）
（お）

（鈎）
（
社
）
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