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リ
ル
ケ
と
。
ブ
ル
ー
ス
ト

｜
｜
「
囚
わ
れ
の
女
」

を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

塚

越

敏

リ
ル
ケ
が
。
ブ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
最
初
に
読
ん
だ
の
は
、

一
九
一
四
年
一
月
で
、

一
九
一
三
年
出
版
の
ベ
ル
ナ
l

ル
・
グ
ラ
ッ
七
版
の
「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
ま
た
エ
ヌ
・
エ
ル
・
エ
フ
か
ら
の
プ

ル
l
ス
ト
の
出
版
も
遅
れ
た
た
め
、

一
九
二
一
年
に
は
そ
れ

リ
ル
ケ
が
ふ
た
た
び
読
み
だ
し
た
の
は
、

ス
イ
ス
に
移
住
し
て
か
ら
の
こ
と
、

ま
で
に
出
版
さ
れ
た
ブ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
は
全
部
読
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
後
に
出
版
さ
れ
た
「
囚
わ
れ
の
女
」
に
リ
ル
ケ
が
い
か

に
か
か
わ
っ
た
か
、
リ
ル
ケ
の
読
書
の
跡
か
ら
探
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

リ
ル
ケ
は
、

一
九
二
三
年
出
版
の
「
囚
わ
れ
の
女
」

目
」
）
の
第
十
版
を
、

一
九
二
四
年
二
月
二
三
日
に
受
け
取

（
「
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ

り
、
そ
の
上
巻
を
二
月
二
四
日
か
ら
二
七
日
ま
で
に
、
下
巻
を
二
月
二
七
日
か
ら
三
月
三
日
ま
で
に
、
ミ
ュ
ゾ
ヅ
ト
の
館
で
読
み
終
え
て
い

る
。
リ
ル
ケ
所
蔵
の
そ
の
上
巻
の
中
扉
に
書
き
込
ま
れ
た
読
書
の
進
度
を
こ
こ
に
記
し
て
み
る
と
、
ー
ー

一
一
月
二
四
日
（
日
）

一
二
五
ペ
ー
ジ
ま
で
。

二
月
二
五
日
（
月
）

一
九
一
ペ
ー
ジ
ま
で
。

二
月
二
六
日
（
火
）

二
六
二
ペ
ー
ジ
ま
で
。

つ剖



二
月
二
七
日
（
水
）

読
み
終
え
る
。

二
月
二
六
日
に
読
ん
だ
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
」

（
二
四
八
ペ
ー
ジ
1

1

二
五
六
ペ
ー
ジ
〉
は
、

と
く
に
リ
ル
ケ
を
惹
き
つ
け
た
ら
し
く
、

わ
ざ
わ
ざ

U
B。
立
母
国
R
向。
2
0
と
書
き
つ
け
て
あ
る
。
さ
ら
に
下
巻
の
中
一
扉
に
書
き
込
ま
れ
た
読
書
の
進
度
を
み
て
み
る
と
、
ー
ー

二
月
二
七
日
と
二
八
日

一
六
八
ペ
ー
ジ
ま
で
。

二
月
二
九
日

二
一
三
ペ
ー
ジ
ま
で
。

ゴ
一
月
一
日

二
三
三
ペ
ー
ジ
ま
で
。

三
月
二
日

二
五
三
ペ
ー
ジ
ま
で
。
と
く
に
二
三
四
ペ
ー
ジ
は
重
要
、
続
く
数
ペ
ー
ジ
非
常
に
重
要
。

コ
一
月
三
日

最
終
。
へ

l
ジ
ま
で
。
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こ
の
上
巻
、
下
巻
に
は
多
数
の
横
線
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
と
く
に
重
要
と
さ
れ
た
ベ

i
ジ
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
の
芸
術
論
（
音
楽
と
文

学
〉
の
展
開
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

ア
ル
ベ
ル
チ

I
ヌ
へ
の
愛

ベ
ル
ン
の
リ
ル
ケ
文
庫
に
残
さ
れ
て
い
る
「
囚
わ
れ
の
女
」
に
は
、
読
書
の
と
き
に
ひ
か
れ
た
下
線
と
横
線
（
ベ

l
ジ
の
左
右
の
横
に
垂

直
に
ひ
か
れ
た
線
）
の
跡
が
残
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
o

横
線
は
二
、
三
ペ
ー
ジ
に
亘
る
こ
と

が
あ
る
。
横
線
、
下
線
の
数
は
、
ほ
ぼ
五
十
ほ
ど
だ
が
、
な
か
に
は
な
ぜ
こ
こ
に
線
が
ひ
か
れ
た
の
か
、
判
断
に
苦
し
む
と
こ
ろ
も
あ
る
ロ

例
え
ば
、
「
：
：
：
ま
だ
半
睡
の
私
に
わ
き
お
こ
っ
た
歓
喜
で
、

私
は
冬
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
た
春
の
一
日
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

・・・」

で
始
ま
る
数
ペ
ー
ジ
（
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
一
一
七
ペ
ー
ジ
｜
｜
一
一
八
ペ
ー
ジ
）
だ
が
、
そ
の
街
路
の
情
景
が
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
華
や
い
だ



春
の
パ
リ
の
情
景
を
呼
び
醒
ま
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
そ
う
と
、

い
ま
は
下
線
、
横
線
の
部
分
を
基
に
し
て
、
リ
ル
ケ
と
プ
ル
l

ス
ト
と
の
両
者
に
共
通
の
問
題
点
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、
話
者
に
所
有
さ
れ
て
い
る
「
囚
わ
れ
の
女
」
で
あ
る
。
し
か
し
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
所
有
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
い
っ
た
い
可
能
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
？

所
有
し
た
と
思
う
だ
け
で
、
な
に
も
所
有
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
？

「
囚
わ
れ

の
女
」
の
一
篇
は
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
め
ぐ
っ
て
の
話
者
の
愛
、
疑
惑
、
嫉
妬
を
飽
き
飽
き
す
る
ほ
ど
繰
り
返
し
叙
述
し
た
も
の
で
、

見
リ
ル
ケ
の
愛
と
は
異
質
の
愛
を
、
ど
う
し
て
リ
ル
ケ
が
夢
中
に
な
っ
て
追
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
疑
問
を
も
た
ざ
る
を
え
な

い
物
語
り
で
あ
る
。
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、

リ
ル
ケ
の
い
う
「
愛
の
女
性
」
と
は
ち
が
い
、
同
性
愛
者
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ア
ル
ベ
ル
チ
l

ヌ
を
愛
し
て
し
ま
っ
た
話
者
マ
ル
セ
ル
は
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
め
ぐ
る
疑
惑
と
嫉
妬
に
悩
み
な
が
ら
も
、
愛
ゆ
え
に
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を

所
有
し
よ
う
と
す
る
。
同
性
愛
者
の
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
異
性
愛
に
は
、

つ
ま
り
話
者
に
は
関
心
が
な
い
。
そ
う
し
た
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
へ
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の
話
者
の
愛
（
心
的
態
度
〉
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
、
そ
し
て
最
後
の
決
定
的
態
度
と
は
、
多
分
リ
ル
ケ
は
こ
の
こ
と
を
知
り
た

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
リ
ル
ケ
は
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
な
か
に
、
多
く
の
「
愛
の
女
性
」
の
範
例
を
挙
げ
て
い
る
。
五
通
の
『
ポ
ル
ト
ガ
ル

文
』
（
リ
ル
ケ
の
独
訳
〉
を
書
い
た
マ
リ
ア
ン
ナ
・
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ド
は
、

か
つ
て
恋
人
シ
ャ
ミ
イ
伯
と
情
熱
の
恋
を
燃
や
し
た
が
、
捨
て

去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
残
さ
れ
た
五
通
の
手
紙
は
、
絶
望
的
な
そ
の
告
白
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
愛
し
続
け
よ
う
と
炎
の
よ
う
に
な
お
燃

え
る
愛
、
そ
れ
も
い
つ
し
か
対
象
を
乗
り
越
え
る
愛
に
変
わ
っ
て
い
た
、
｜
｜
「
私
の
愛
は
、
ど
の
よ
う
に
貴
男
が
私
を
あ
っ
か
わ
れ
ま
し

ょ
う
と
、
も
う
そ
れ
と
は
か
か
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
」
（
リ
ル
ケ
全
集
第
六
巻
一

O
O二
ペ
ー
ジ
〉
。
所
有
の
愛
が
超
越
的
な
愛
に
変
わ
っ
た
の

だ
。
こ
れ
が
リ
ル
ケ
の
い
う
「
愛
の
女
性
」
の
愛
｜
｜
相
互
に
純
粋
に
主
体
で
あ
る
と
い
う
！
l
愛
で
あ
っ
た
。
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
へ
の
話

者
の
愛
は
、
所
有
の
愛
、
リ
ル
ケ
に
し
て
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
愛
で
あ
る
。
こ
の
愛
が
、

い
つ
か
超
越
的
な
愛
に
変
わ
る
の
で
あ
ろ
う



か
？

八
こ
の
話
者
が
も
し
ブ
ル
ー
ス
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
話
者
は
同
性
愛
者
で
、
異
性
の
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
に
は
関
心
が
な
い
は

ず
だ
。
ブ
ル
ー
ス
ト
は
こ
の
話
者
を
同
性
愛
者
と
は
し
て
い
な
い
〉
。

ア
ル
ベ
ル
チ
！
ヌ
は
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
娘
た
ち
（
同
性
愛
者
）
を
友
人
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
ブ
ル
ー
ス
ト
と
お
な
じ
く
話
者
も
、

同
性
愛
を
悪
徳
と
み
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
話
者
が
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
同
性
愛
者
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
チ
！
ヌ

を
異
性
愛
者
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
同
性
愛
者
は
異
性
に
興
味
を
も
た
な
い
か
ら
、
不
安
定
な
状
態
が
続
き
、
話
者
は
ア
ル
ベ
ル

チ
l
ヌ
に
疑
惑
と
嫉
妬
を
も
っ
。
も
ち
な
が
ら
も
話
者
は
、

ア
ル
ベ
ル
チ

l
ヌ
へ
の
愛
を
激
し
く
燃
え
た
た
せ
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
所
有

す
る
。
所
有
す
る
と
、
愛
は
鎮
ま
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
の
場
面
の
少
し
ま
え
の
と
こ
ろ
、
ア
ル
ベ
ル
チ

i
ヌ
と
話
者
と
の
散
策
帰
り
の
車
の
な
か
の
こ
と
で
あ
る
、
ー

l
「
私
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の
目
、
私
の
層
、
私
の
手
の
想
像
力
が
、
バ
ル
ベ
ッ
ク
で
、
彼
女
の
か
ら
だ
を
十
分
堅
固
に
つ
く
り
あ
げ
、
十
分
や
わ
ら
か
な
感
触
の
色
つ

ゃ
に
し
た
の
で
、
も
う
い
ま
は
、
こ
の
車
の
な
か
で
、
そ
の
か
ら
だ
に
さ
わ
り
、
そ
の
か
ら
だ
を
さ
さ
え
る
た
め
に
、
ア
ル
ベ
ル
チ

l
ヌ
に

身
を
す
り
ょ
せ
る
必
要
も
、
彼
女
を
見
る
必
要
さ
え
も
な
く
、
た
だ
彼
女
が
し
ゃ
べ
る
だ
け
で
私
に
は
十
分
で
あ
り
、
彼
女
が
だ
ま
っ
て
い

る
な
ら
、
彼
女
が
私
の
そ
ば
に
く
っ
つ
い
て
い
る
の
を
知
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
っ
た
、
私
の
諸
感
覚
は
一
つ
の
ネ
ッ
ト
に
な
っ
て
編
み

あ
わ
さ
れ
、
彼
女
を
す
っ
ぽ
り
と
つ
つ
ん
で
い
た
、
：
：
：
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
一
七
五
ペ
ー
ジ
｜
｜
一
七
六
ペ
ー
ジ
。
こ
の
部
分
リ
ル
ケ
の
横
線

は
な
い
）
。
話
者
は
想
像
力
と
五
感
と
で
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
所
有
す
る
。
話
者
が
ア
ル
ベ
ル
チ

l
ヌ
の
肉
体
を
抱
く
と
き
、
話
者
の
性
愛

は
、
快
楽
の
た
め
の
快
楽
に
お
わ
ら
ず
に
、
話
者
を
彼
女
の
肉
体
を
通
し
て
想
像
界
に
導
き
、
そ
こ
で
自
然
に
、
宇
宙
に
参
加
さ
せ
る
。
そ

こ
に
お
い
て
彼
女
は
海
の
自
由
を
も
つ
こ
と
も
で
き
、
潮
騒
と
も
、
木
の
間
を
洩
れ
る
微
光
と
も
、
雲
と
も
、
風
と
も
、
草
と
も
、
花
と

も
、
な
に
に
で
も
変
身
可
能
と
な
る
。
「
囚
わ
れ
の
女
」
末
尾
ち
か
く
で
話
者
は
、
肉
体
の
合
一
は
で
き
て
も
心
の
合
一
は
不
可
能
で
あ
り
、



た
だ
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
想
像
界
で
変
身
の
自
由
を
も
っ
主
体
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
と
考
え
る
、
｜
｜
「
私
は
ア
ル
ベ
ル
チ

i
ヌ
を

ひ
ざ
の
う
え
に
抱
き
あ
げ
、
彼
女
の
頭
を
両
手
で
か
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
、
彼
女
を
愛
撫
し
、
彼
女
の
か
ら
だ
の
上
に
両
手
を
長
く
さ
ま

よ
わ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
、
し
か
し
、
私
が
感
じ
る
の
は
、
あ
た
か
も
太
古
の
大
洋
の
塩
分
を
含
有
す
る
石
か
そ
れ
と
も
ま
た
あ
る
星
の
光

線
か
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
に
、
内
部
か
ら
無
限
の
も
の
に
接
し
て
い
る
一
個
の
存
在
の
と
じ
ら
れ
た
被
膜
に
自
分
が
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
か
な
か
っ
た
口
自
然
が
わ
れ
わ
れ
を
陥
れ
た
そ
ん
な
立
場
に
な
ん
と
私
は
苦
し
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
、
自
然
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の

だ
、
わ
れ
わ
れ
各
自
の
肉
体
を
分
離
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
て
、
各
自
の
魂
の
相
互
浸
透
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
！

そ
の
よ
う
に
し
て
私
は

理
解
す
る
の
だ
っ
た
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
私
に
と
っ
て
は
（
た
と
え
彼
女
の
肉
体
は
私
の
肉
体
の
権
力
に
屈
し
て
い
て
も
、
彼
女
の
思
考

は
私
の
思
考
の
拘
束
か
ら
脱
し
て
い
る
の
だ
か
ら
）
、

す
ば
ら
し
い
と
り
こ
で
も
な
ん
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、

私
は
そ
ん
な
と
り

円。

こ
で
自
分
の
住
ま
い
を
か
ざ
っ
た
つ
も
り
に
な
り
、
ま
る
で
び
ん
の
な
か
に
支
那
の
お
姫
さ
ま
を
と
じ
こ
め
て
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
と

思
っ
て
い
る
人
物
の
よ
う
に
、
私
を
訪
ね
て
き
た
人
た
ち
に
さ
え
廊
下
の
突
き
あ
た
り
の
隣
の
部
屋
に
彼
女
の
い
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
な
い

よ
う
に
し
て
、
完
全
に
彼
女
の
存
在
を
自
分
の
住
ま
い
か
ら
か
く
し
お
お
せ
た
つ
も
り
で
い
た
が
、
そ
ん
な
彼
女
は
、
む
し
ろ
、
う
る
さ
く

せ
き
た
て
る
、
残
酷
な
、
は
け
口
の
な
い
形
を
と
っ
て
、
過
去
の
探
求
へ
と
私
を
さ
そ
っ
て
や
ま
ぬ
〈
時
〉
の
大
女
神
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
四
三
八
六
ペ
ー
ジ
。
こ
の
全
文
に
リ
ル
ケ
の
横
線
あ
り
〉
。
彼
女
は
内
部
で
無
限
へ
と
近
づ
い
て
ゆ
く
も
の
、
星
の

光
、
太
古
の
大
洋
の
石
と
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
想
像
界
に
お
い
て
変
身
可
能
な
主
体
と
な
っ
て
い
る
、
囚
わ
れ
の
身
の
客
体
で
は
な

い
。
話
者
は
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
、
想
像
界
で
主
体
と
し
て
と
ど
め
て
お
き
た
い
の
だ
。

リ
ル
ケ
も
愛
の
対
象
を
想
像
界
で
主
体
た
ら
し
め
る
こ
と
を
愛
と
し
た
。
例
え
ば
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
（
巻
末
ち
か
く
で
の
）
ヴ

ェ
ネ
チ
ア
の
秋
の
サ
ロ
ン
で
、

一
少
女
が
「
完
壁
な
、
縫
い
目
の
な
い
声
」
で
歌
っ
た
歌
の
後
半
を
み
て
み
よ
う
、
ー
ー



「
お
ま
え
は

わ
た
し
を
孤
独
に
す
る
。
わ
た
し
の
取
り
替
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は

お
ま
え
だ
け
。

し
ば
ら
く
は

そ
う
し
た
お
ま
え
だ
が
、
や
が
て
は
ま
た

わ
ざ
め
き
の
音
、

そ
れ
と
も

残
り
香
な
き
芳
香
か
。

あ
あ
、
誰
も
が
腕
の
な
か
で

消
え
う
せ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

お
ま
え
だ
け

L’」

お
ま
え
を
止
ど
め
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
わ
た
し
は
お
ま
え
を
し
っ
か
と
捉
え
て
い
る
の
だ
。
」

た
だ
お
ま
え
だ
け
が

い
つ
も
い
つ
も
よ
み
が
え
る
、
ー
l
I

彼
女
を
、
想
像
界
に
お
い
て
、
主
体
と
し
て
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
話
者
が
、

ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
を
、
想
像
力
で
変
身
さ
せ
、
主
体
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の
ま
ま
に
し
て
所
有
し
て
い
る
の
と
お
な
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
眠
っ
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
の
描
写
と
話
者
の
想
像
力

と
の
問
題
で
あ
る
。
彼
女
が
そ
ば
に
い
て
も
、
彼
女
が
眠
っ
て
い
る
か
ら
、
話
者
に
は
想
像
力
が
働
く
の
だ
。
つ
ま
り
、
彼
女
に
見
ら
れ
て

自
分
が
客
体
化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ー
ー
ー
「
私
の
ベ
ヅ
ド
の
上
に
長
々
と
横
た
わ
っ
て
い
る
彼
女
は
、
誰
か
が
そ
こ
に
そ
ろ
え
て

お
い
た
花
の
長
い
茎
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
う
い
え
ば
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
彼
女
が
眠
り
な
が
ら
植
物
と
化
し
て
し
ま
っ
た
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
女
の
い
な
い
と
き
に
し
か
平
生
は
私
が
も
ち
え
な
い
あ
の
夢
み
る
力
を
、
彼
女
の
そ
ば
に
い
て
私
が
と
り
も

ど
す
こ
ん
な
瞬
間
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
彼
女
の
ね
む
り
は
、
あ
る
程
度
、
愛
の
可
能
性
を
実
現
化
す
る
と
い
え
る
の
だ
っ
た
、

て〉

ま
り
、
私
が
ひ
と
り
の
と
き
は
、
彼
女
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
彼
女
が
そ
の
場
に
い
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
女
を
占
有
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
か
っ
た
、
彼
女
が
自
の
ま
え
に
い
る
と
き
は
、
彼
女
に
話
し
か
け
は
す
る
が
、
自
分
自
身
の
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
お
留
守
に
な
る
か



ら
、
彼
女
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
が
眠
っ
て
い
る
と
き
は
、
も
う
話
し
か
け
る
必
要
は
私
に
な
く
、
彼
女
に
見

ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
私
に
は
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
、
自
分
自
身
の
表
面
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
生
き
る
必
要
は
も
う
私
に
は
な
か
っ
た
の

だ。
目
を
閉
じ
、
意
識
を
失
っ
て
ゆ
く
に
し
た
が
っ
て
、
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、
彼
女
と
知
り
あ
っ
た
日
以
来
私
を
失
望
さ
せ
て
き
た
あ
の
さ

ま
ざ
ま
な
人
間
的
性
格
を
、

一
つ
ま
た
一
つ
と
脱
皮
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
女
は
も
う
草
や
木
の
無
意
識
な
生
命
に
よ
っ
て
し
か
生
き

て
い
な
い
の
だ
っ
た
、
そ
の
生
命
は
、
私
の
生
命
か
ら
一
段
と
か
け
は
な
れ
た
、

一
段
と
奇
異
な
も
の
に
な
っ
た
、
し
か
も
そ
れ
で
い
て
、

ま
す
ま
す
私
の
権
限
に
属
す
る
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
の
自
我
は
、
私
た
ち
二
人
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
と
き
の
よ
う
に
、
内
心
の

思
惑
や
目
つ
き
を
突
破
し
て
た
え
ず
そ
と
に
も
れ
て
で
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
、
自
分
か
ら
そ
と
に
あ
る
も
の
を
す
べ
て

自
分
の
手
中
に
、

お
さ
め
な
が
ら
、
彼
女
を
全
的
に
占
有
し
て
い
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
、
そ
う
い
う
印
象
を
も
つ
こ
と
は
、
彼
女
が
目
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自
分
に
呼
び
も
ど
し
、
自
分
の
肉
体
の
な
か
に
逃
げ
こ
み
、
と
じ
こ
も
り
、
縮
か
ま
っ
て
い
た
。
私
は
そ
ん
な
肉
体
を
、
自
分
の
眼
下
に
、

ざ
め
て
い
る
と
き
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
c

彼
女
の
生
命
は
、
私
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
そ
の
軽
い
息
を
私
の
ほ
う
に
吐
い
て
い
た
。

私
は
き
い
て
い
た
、
海
の
そ
よ
風
の
よ
う
に
お
だ
や
か
な
、
月
光
の
よ
う
に
夢
幻
的
な
、
そ
の
神
秘
な
さ
さ
や
き
の
発
散
を
、
｜
｜
そ
れ

は
ほ
か
な
ら
ぬ
彼
女
の
睡
眠
だ
っ
た
。
そ
の
睡
眠
が
つ
づ
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
私
は
、
彼
女
の
こ
と
を
夢
想
し
な
が
ら
、
し
か
も
彼
女
を
な

が
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
睡
眠
が
深
く
な
っ
て
ゆ
け
ば
、
彼
女
に
さ
わ
り
、
彼
女
に
接
吻
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
っ
た
。
そ
の

と
き
私
が
感
じ
て
い
た
の
は
、
自
然
の
美
に
ほ
か
な
ら
ぬ
無
生
物
を
ま
え
に
し
て
い
る
と
き
の
よ
う
な
、
純
粋
な
、
非
物
質
的
な
、
神
秘
な

愛
で
あ
っ
た
む
な
る
ほ
ど
、
す
こ
し
深
く
眠
り
は
じ
め
た
か
と
思
う
と
、
彼
女
は
ま
た
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
単
な
る
植
物
だ
け
で
は
な
く
な

っ
て
し
ま
い
、
そ
の
障
眠
は
私
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
一
つ
の
風
景
と
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
う
し
た
睡
眠
の
ほ
と
り
で
夢
想
に
ふ
け



り
、
そ
の
夢
想
は
、
け
っ
し
て
私
が
あ
き
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
、

い
や
、
無
限
に
味
わ
っ
て
い
た
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
新
鮮
な
官
能

を
伴
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
睡
眠
が
私
の
左
右
を
ひ
た
し
て
い
る
の
は
、
湖
の
よ
う
に
お
だ
や
か
に
な
っ
た
バ
ル
ベ
ッ
ク
湾
の
あ
の
満
月
の

夜
に
、
枝
々
に
そ
よ
と
の
風
も
な
く
、
人
々
は
砂
に
寝
そ
べ
っ
て
ひ
き
潮
が
く
だ
け
る
音
を
い
つ
ま
で
も
聞
い
て
い
る
と
き
の
、
あ
の
よ
う

に
静
か
な
何
か
、
あ
の
よ
う
に
肉
感
的
に
快
い
何
か
な
の
で
あ
っ
た
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
皿
六
九
ペ
ー
ジ
｜
｜
七
0
ペ
ー
ジ
。
こ
の
部
分
に
は
リ
ル

ケ
の
横
線
は
な
い
〉
。

眠
っ
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、
話
者
を
客
体
化
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
話
者
は
自
由
に
想
像
力
を
働
か
せ
て
、
想
像
界
で
ア
ル
ベ

ル
チ

i
ヌ
を
完
全
な
主
体
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
所
有
の
愛
と
い
っ
て
も
、
想
像
界
で
の
所
有
の
愛
で
あ
り
、
し
か
も
ア
ル
ベ

ル
チ
l
ヌ
は
主
体
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
所
有
の
愛
は
、

リ
ル
ケ
の
否
定
す
る
所
有
の
愛
と
は
ち
が
う
。
ち
ょ
う
ど
芸
術
家
が
対
象
を
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（
主
体
と
し
て
〉
愛
す
る
愛
と
お
な
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
想
像
力
の
問
題
で
あ
る
。
愛
し
返
さ
れ
る
心
配
は
な
い
か
ら
、
眠
っ
て
い
る
ア
ル

ベ
ル
チ
l
ヌ
は
話
者
の
想
像
力
の
所
有
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
リ
ル
ケ
の
場
合
は
、
愛
し
返
さ
れ
る
と
か
、
見
ら
れ
る
と
か
い
う
相
手
の
客

体
化
の
視
線
や
行
為
に
耐
え
て
、
な
お
か
つ
相
手
を
主
体
に
と
ど
め
る
と
い
う
形
而
上
的
な
愛
の
様
相
を
帯
び
、
そ
れ
が
想
像
界
に
お
い
て

可
能
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
相
手
が
眠
っ
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
チ

i
ヌ
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
話
者
の
愛
は
、
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
の
肉
体
を
も
と
め
、
快
楽
に
耽
け
る
性
愛
的
な
も
の
で
な
く
、
他
者
の
自
由
を
犯
す
こ
と

な
く
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
想
像
界
で
結
ぼ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
リ
ル
ケ
も
ブ
ル
ー
ス
ト
を
追
い
続
け
た
の

で
あ
ろ
う
。
話
者
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
「
囚
わ
れ
の
女
」
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、
話
者
の
想
像
力
と
感
覚
と
で
完
全
な
主
体
と
な
っ
て
い

る
。
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
が
目
覚
め
る
と
、
彼
女
は
話
者
の
客
体
と
な
り
、
嫉
妬
と
疑
惑
に
悩
む
話
者
を
あ
と
に
「
逃
げ
去
る
女
」
と
な
る
の

で
あ
っ
た
。
ア
ル
ベ
ル
チ
l
ヌ
は
、

リ
ル
ケ
の
い
う
「
愛
の
女
性
」
で
は
な
か
っ
た
。

逆
に
話
者
こ
そ
（
芸
術
家
が
そ
う
な
り
う
る
）
「
愛



の
男
性
」
と
言
い
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
想
像
力
と
感
覚
と
で
、
相
手
を
主
体
た
ら
し
め
、
相
手
に
変
身
の
自
由
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死

ブ
ル
ー
ス
ト
の
芸
術
論
は
、

エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
絵
画
に
関
す
る
言
葉
ハ
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
I
八
三
五
ペ
ー
ジ
、

E
四
一
一
一
ペ
ー
ジ
）
を
通
し
て
理

解
さ
れ
た
が
、
要
す
る
に
対
象
の
、

い
わ
ゆ
る
「
樹
皮
」
の
蔭
に
隠
れ
て
い
る
部
分
、
本
質
的
な
部
分
、
内
的
な
印
象
を
そ
の
ま
ま
に
表
現

す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
芸
術
家
の
行
為
で
あ
る
。
エ
ル
ス
チ
ー
ル
は
、
対
象
を
ま
え
に
し
て
、
知
的
な
観
念
や
概
念
を
捨
て
、
そ
の
対
象

の
形
而
上
的
な
相
（
実
相
）
、

つ
ま
り
印
象
を
芸
術
の
手
段
で
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
作
品
と
は
そ
の
印
象
の
表
現
で
あ
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っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
「
作
品
か
ら
放
た
れ
る
一
種
霊
的
な
存
在
と
し
て
の
〈
印
象
〉
」
（
保
苅
瑞
穂
著
『
ブ
ル
ー
ス
ト
・
印
象
と
隠
喰
』
筑
摩
書

房
ご
三
ハ
。
へ
i
ジ
）
を
受
け
て
感
動
す
る
の
だ
。
リ
ル
ケ
の
場
合
は
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
視
る
直
観
に
よ
っ
て
と
ら

え
、
そ
れ
を
芸
術
事
物
と
し
て
表
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。
リ
ル
ケ
は
こ
の
こ
と
を
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
、

ロ
ダ
ン
の
造
型
美
術
か
ら
ま
な
び

と
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ブ
ル
ー
ス
ト
は
、
（
い
ま
は
シ
ャ
ル
ダ
ン
を
除
い
て
〉
実
在
し
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
の
画
家
フ
ェ
ル
メ
l
ル
の
（
ハ

l
グ
の
美
術
館
に
あ
る
〉

『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
実
証
さ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
た
。
い
ま
は
、

フ
ェ
ル
メ
l
ル
と
関
連
し
て
、
ブ
ル
ー
ス
ト
の

創
造
的
人
物
で
あ
る
小
説
家
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
、
そ
の
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
」
を
み
て
み
よ
う
。
リ
ル
ケ
が
、
世
界
文
学
の
一
章
で
あ
る
、
と
ま

で
激
賞
し
た
一
章
で
あ
る
。
な
ぜ
リ
ル
ケ
が
称
賛
し
た
か
？

生
命
の
危
険
を
回
目
し
て
ま
で
も
、
真
実
を
証
そ
う
と
し
た
芸
術
家
の
態
度
を

「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
」
に
み
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
こ
の
一
章
に
お
け
る
テ

i
マ
と
そ
の
内
的
展
開
は
、
リ
ル
ケ
文
学
の
そ
れ
と
同



一
で
あ
る
、
と
言
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
尿
毒
症
の
発
作
ゆ
え
に
安
静
に
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
病
身
の
ベ
ル
ゴ
ヅ
ト
は
、

フ

ェ
ル
メ
l
ル
の
『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』
を
み
に
展
覧
会
場
に
出
掛
け
る
。
な
ぜ
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
が
『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』
を
見
に
い
っ
た
か
っ
・

あ
る
批
評
家
が
そ
の
油
絵
の
な
か
の
「
黄
色
い
小
さ
な
壁
面
（
そ
れ
が
伎
に
は
よ
く
思
い
出
せ
な
か
っ
た
）
が
、
じ
つ
に
よ
く
描
か
れ
て
い

て
、
そ
こ
だ
け
を
単
独
に
眺
め
て
も
、
十
分
に
自
足
す
る
美
を
そ
な
え
て
い
て
、
す
ば
ら
し
い
支
那
の
美
術
品
の
よ
う
に
美
し
い
」
（
プ
レ
イ

ヤ
ー
ド
版
E
一
八
六
ペ
ー
ジ
ー
ー
一
八
七
ペ
ー
ジ
〉
と
書
い
て
い
た
の
で
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
展
覧
会
場
に
出
掛
け
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
会
場
の

階
段
を
昇
っ
た
と
こ
ろ
で
怯
畳
に
襲
わ
れ
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』
の
小
さ
な
黄
色
い
壁
に
目
を
す
え
て
「
ち
ょ
う
ど
子

供
が
黄
色
い
蝶
を
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
よ
う
に
」
見
つ
め
、
「
〈
こ
ん
な
ふ
う
に
お
れ
は
書
く
べ
き
だ
っ
た
と
と
つ
ぶ
や
い
た
。

ワ白

そ
の
直
後
に
フ
ェ
ル
メ

l
ル
は
倒
れ
て
絶
命
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
「
自
足
す
る
美
」
守
口

o
g
g忠
A
E
8
2
E
S昨
D

巳－
0
・B
。B
P
E
b
E門
目

。

回

目

阿

古

－

H

∞
吋
）
を
、
死
を
賭
し
て
も
自
分
の
も
の
に
し
た
か
っ
た
の
だ
。
「
自
足
す
る
美
」
と
は
、
美
意
識
に
よ
る
美

で
は
な
く
、
自
己
完
結
的
な
、
形
而
上
的
美
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
「
自
足
す
る
美
」
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
は
、
流
れ
去
る
有

限
の
時
間
の
こ
の
世
に
は
な
く
、

あ
っ
て
も
報
い
ら
れ
な
い
。

そ
れ
は
無
償
の
提
と
し
て
、
「
魂
の
不
滅
」
が
証
明
さ
れ
る
別
の
世
界
に
属

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
は
、
こ
の
無
償
の
提
に
従
っ
て
芸
術
の
世
界
に
作
品
を
創
造
す
る
。
リ
ル
ケ
的
に
言
え
ば
、
そ
の
作
品
こ
そ

自
ら
自
足
し
て
い
る
即
自
的
な
芸
術
事
物
で
あ
る
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
死
ぬ
が
、
そ
の
直
前
（
自
足
す
る
美
を
知
っ
て
か
ら
〉
死
に
た
い
し
て

は
平
然
と
し
て
い
る
。
形
市
上
的
芸
術
に
よ
る
救
済
！
｜
形
而
上
的
芸
術
・
死
・
魂
の
不
滅
ー
ー
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
死
を

機
会
に
、
ブ
ル
ー
ス
ト
が
、
前
世
か
ら
こ
の
世
に
来
て
、
ふ
た
た
び
来
世
に
帰
る
と
い
う
マ

l
テ
ル
リ
ン
ク
風
の
オ
カ
ル
テ
イ
ズ
ム
に
ま
で

及
ん
で
い
る
の
は
、
リ
ル
ケ
と
お
な
じ
く
、
形
而
上
的
芸
術
家
ハ
詩
人
、
作
家
）
の
特
徴
的
な
点
で
、
そ
こ
に
形
而
上
的
芸
術
に
よ
る
救
済



が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
む
こ
の
一
章
は
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、

リ
ル
ケ
日
身
が
執
筆
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
も
、

お
か
し
く
な
い
ほ
ど
も
り

ル
ケ
的
で
あ
る
。

mm 
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽

リ
ル
ケ
が
最
初
に
「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
を
読
ん
だ
と
き
、

つ
ま
り
一
九
一
四
年
の
一
月
、
リ
ル
ケ
と
女
流
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
ベ
ン
ヴ
ェ

ヌ
l
タ
と
の
あ
い
だ
に
〈
わ
ず
か
数
か
月
し
か
続
か
な
か
っ
た
が
〉
文
通
が
始
ま
り
、
ベ
ン
ヴ
ェ
ヌ

l
タ
か
ら
彼
女
の
師
で
あ
る
フ
ェ
ル
ッ

チ
ョ
・
ブ
ゾ
l
ニ
の
著
書
『
音
楽
美
学
試
論
』
を
読
む
よ
う
に
薦
め
ら
れ
た
。
こ
の
著
書
は
、
そ
の
後
の
再
版
（
一
九
二
ハ
年
）
の
お
り

つ
ま
り
リ
ル
ケ
の
音
楽
観
と
ブ
ゾ
l
ニ
の
そ
れ
と
が
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ゾ

l
ニ
は
、
音
楽
の
本
質
を
「
自
然
の
完
全
な
反
射
」
で
あ
る
と
し
て
、
絶
対
音
楽
（
原
音
楽
）
を
捉
唱
し
、
現
実
の
彼
方
（
ニ
ル
ヴ
ァ

i

に
、
リ
ル
ケ
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

っ“ヮ“

ナ
）
で
鳴
り
響
く
宇
宙
の
音
楽
こ
そ
絶
対
音
楽
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
リ
ル
ケ
の
芸
術
事
物
を
基
本
と
し
た
芸
術
観
レ
ニ
致
す
る
口
い
ま

や
リ
ル
ケ
は
、

こ
う
し
た
芸
術
観
を
も
っ
プ
ゾ
l

ニ
の
弟
子
で
あ
る
ベ
ン
ヴ
ェ
ヌ
i
タ
に
、

「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
の
な
か
の
ヴ
ァ
ン
ト

ゥ
イ
ユ
の
音
楽
も
ま
た
お
な
じ
も
の
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ベ
ン
ヴ
ェ
ヌ
i
タ
が
ど
れ
ほ
ど
理
解
し
た
か
は
別
に
し
て
、
リ
ル
ケ
白
身
が

ヴ
ァ
ン
ト
ヮ
イ
ユ
の
音
楽
を
理
解
し
え
た
の
も
、
そ
の
頃
や
っ
と
そ
の
機
が
熟
し
て
い
た
か
ら
だ
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
努
め
て

は
い
た
も
の
の
、

リ
ル
ケ
に
は
音
楽
を
芸
術
事
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
音
楽
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
運
命
（
二

元
相
対
）
の
な
か
に
誘
わ
れ
、
そ
こ
で
滅
び
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、

リ
ル
ケ
は
音
楽
を
恐
れ
て
い
た
c

し
か
し
リ
ル
ケ
は
、

九
一
二
年
一
一
月
に
ス
ペ
イ
ン
の
ト
レ
ド
滞
在
の
お
り
に
、
す
で
に
ア
ン
ト
ワ
l
ヌ
・
フ
ァ
！
ブ
ル
・
ド
リ
ヴ
ェ
の
著
作
を
読
み
、
鳴
り
響

く
音
を
口
実
（
〈

2
・当
h

百
円
日
）
に
し
て
、
そ
の
背
後
に
、

つ
ま
り
音
楽
の
背
後
（

E
K
E
5
0
ι
2
冨
5
F）
に
「
埋
没
し
た
存
在
」
、
沈
黙



し
た
宇
宙
、
星
座
の
傾
き
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
音
楽
と
い
う
芸
術
を
も
形
而
上
的
に
と
ら
え
う
る
と
い
う
確
信
を
強
め
て
は
い
た
の

で
あ
っ
た
、

l
lー
さ
ら
に
そ
れ
以
前
、
例
え
ば
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
な
か
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
触
れ
た
箇
所
で
、
リ
ル
ケ
は
音
楽
を
広

大
な
宇
宙
空
間
を
開
示
す
る
も
の
と
し
て
語
っ
て
は
い
た
が
。
そ
れ
ゆ
え
、

リ
ル
ケ
が
「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
の
な
か
の
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ

ユ
の
音
楽
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽
に
よ
っ
て
リ
ル
ケ
自
身
の
音
楽
観
が
補
強
さ
れ
た
の
だ
と
言

っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
に
は
、
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
『
ピ
ア
ノ
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
ソ
ナ
タ
』
を
演
奏
す
る
場
面
が
二
ヵ
所
あ

る
が
、
最
初
は
ヴ
ェ
ル
デ
ュ
ラ
ン
家
の
夜
会
の
と
き
で
あ
る
。
聞
き
手
の
ス
ワ
ン
は
、
そ
の
夜
会
に
出
席
し
な
が
ら
、
昔
あ
る
夜
会
で
聞
い

た
そ
の
『
ソ
ナ
タ
』
に
つ
い
て
回
想
す
る
、
｜
｜
「
純
粋
な
音
楽
作
品
は
、
論
理
的
な
関
係
を
合
ん
で
い
な
い
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
l
二
一
回

ペ
ー
ジ
）
と
。

ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
立
日
泊
木
は
、

そ
う
し
た
音
楽
で
あ
っ
て
、

一
般
の
大
衆
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
『
ソ
ナ
タ
』

q
J
 

ワ臼

の
魅
惑
的
な
小
楽
節
は
、

ス
ワ
ン
と
オ
デ
ッ
ト
と
の
愛
の
記
念
碑
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
二
人
と
は
無
縁
な
、
あ
る
内
在
的

な
、
固
定
し
た
美
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
を
も
ち
、
「
解
脱
」
（
仏
企
R
F
O
B
O
E）
を
含
ん
で
い
た
。

」
の
よ
う
に
ヴ
ァ
ン
ト

ゥ
イ
ユ
の
音
楽
は
、
人
間
的
な
も
の
を
超
脱
し
た
形
市
上
的
な
美
を
含
む
も
の
で
、
そ
の
美
は
、

フ
ェ
ル
メ

l
ル
の
『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』

に
描
か
れ
た
黄
色
い
壁
に
み
る
「
自
足
す
る
美
」
な
の
だ
。
さ
ら
に
サ
ン
・
ト
ゥ

l
ヴ
ェ
ル
ト
侯
爵
夫
人
邸
で
の
夜
会
で
、

ス
ワ
ン
は
ヴ
ァ

ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽
を
聞
く
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
音
楽
は
「
超
自
然
的
に
創
造
さ
れ
た
も
の
の
世
界
」
に
属
し
、
そ
う
し
た
「
超
自

然
的
な
も
の
の
存
在
」
を
認
め
た
私
た
ち
を
悦
惚
と
さ
せ
る
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ン
ト
ヮ
イ
ユ
の
音
楽
は
、
人
間
の
聴
覚

を
通
し
て
感
情
を
ゆ
さ
ぶ
る
芸
術
で
は
な
く
、
超
自
然
的
な
も
の
に
通
じ
る
形
而
上
的
な
芸
術
で
あ
っ
た
。

ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽
は
「
囚
わ
れ
の
女
」
で
ふ
た
た
び
問
題
と
な
る
。

今
度
は
、

『
ソ
ナ
タ
』
を
思
い
出
さ
せ
る
小
楽
節
を
含
ん
だ



『
七
重
奏
曲
』
で
あ
る
。
ま
た
ヴ
ェ
ル
デ
ュ
ラ
ン
家
で
の
夜
会
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ン
ト
ヮ
イ
ユ
の
音
楽
は
、

マ
ル
タ
ン
ヴ
ィ
ル
の
鐘
塔
を
ま
え

に
し
て
感
じ
た
印
象
と
お
な
じ
印
象
を
話
者
に
与
え
た
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
二
六
一
ペ
ー
ジ
）
。
あ
の
と
き
の
印
象
を
、
話
者
は
言
葉
を
使
っ

て
一
文
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
印
象
は
言
葉
を
媒
介
に
し
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
話
者
は
、
言
葉
を
使
う
文
学
と

そ
の
他
の
芸
術
と
の
差
異
を
、

つ
一
一
一
口
葉
と
音
、
あ
る
い
は
色
と
い
う
〉
媒
介
の
問
題
を
軸
に
し
て
展
開
し
て
み
せ
る
。

リ
ル
ケ
も
そ
の
頃
、

当
然
の
こ
と
と
し
て
、

い
わ
ば
物
の
実
相
を
表
わ
す
言
葉
の
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
。
と
く
に
リ
ル
ケ
が
ハ
イ
カ
イ
に
接
す
る
よ
う
に
な

っ
た
晩
年
、
内
部
空
間
の
す
べ
て
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
嘆
い
て
い
た
が
、
リ
ル
ケ
は
こ
の
「
囚
わ
れ
の
女
」
の
な

か
に
こ
れ
と
お
な
じ
問
題
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

「
：
：
：
各
人
が
章
句
の
入
口
で
置
き
さ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
あ
の
言
葉
に
は
言
い
あ
ら
わ
し
が
た
い
も
の
ー
ー
と
い
う
の
も
万
人
に

-124ー

共
通
し
た
な
ん
の
興
味
も
な
い
外
部
の
地
点
に
自
分
を
限
定
し
て
で
な
く
て
は
各
人
は
章
句
の
な
か
で
他
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
を
保

つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
｜
｜
し
か
し
そ
ん
な
と
き
、
そ
う
い
う
現
実
の
残
留
物
の
す
べ
て
、
そ
う
い
う
言
葉
に
は
言
い
あ
ら
わ
し
が
た

い
も
の
を
、
芸
術
は
、

エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
芸
術
と
同
様
に
ヴ
ァ
ン
ト
ク
イ
ユ
の
芸
術
は
、
わ
れ
わ
れ
が
個
人
の
世
界
と
呼
ん
で
も
芸
術
な
く

し
て
は
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
あ
の
世
界
の
、
内
的
構
造
を
、

ス
ペ
ク
ト
ル
の
色
の
な
か
に
顕
在
化
す
る
こ
と
で
、

出
現
さ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
皿
二
五
八
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
「
芸
術
な
く
し
て
は
け
っ
し
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
な

い
で
あ
ろ
う
あ
の
世
界
」
、
そ
れ
は
「
広
大
な
空
間
」
（
ご
B
B
O
B泣か）、

リ
ル
ケ
的
に
は
「
内
部
空
間
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
言
葉
で
表
わ

す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
も
し
「
お
な
じ
感
覚
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
見
る
で
あ
ろ
う
す
べ
て
の

も
の
に
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
は
地
球
の
書
物
と
お
な
じ
外
観
を
ま
と
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
：
：
：
他
者
の
目
を
も
っ
て
宇
宙
を
見

る
」
方
法
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
「
広
大
な
空
間
」
を
可
能
に
す
る
の
は
、

一
人
の
エ
ル
ス
チ
ー
ル
、

一
人
の
ヴ
ァ
ン



ト
ゥ
イ
ユ
、
彼
ら
の
よ
う
な
芸
術
家
た
ち
な
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
が
こ
の
箇
所
に
横
線
を
ひ
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
リ
ル
ケ
の

「
内
部
空
間
」
（
宇
宙
空
間
〉
こ
そ
ま
さ
に
形
市
上
的
芸
術
に
よ
っ
て
の
み
現
前
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

ア
ン
ダ
ン
テ
が
終
わ
り
、
天
国
の
陶
酔
か
ら
醒
め
や
ら
ぬ
話
者
に
、
あ
る
公
爵
が
美
事
な
演
奏
だ
と
語
り
か
け
た
と
き
、
話
者
は
人
間
の

外
面
的
な
言
葉
の
く
だ
ら
な
さ
に
失
望
し
た
、

1
1
1

「
私
は
天
国
の
陶
酔
を
失
い
、
こ
の
う
え
も
な
く
つ
ま
ら
な
い
現
実
の
な
か
に
転
落
す

る
天
使
さ
な
が
ら
で
あ
っ
た
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
二
五
八
ペ
ー
ジ
〉
。
話
者
は
、
言
葉
、
概
念
、
分
析
の
世
界
に
一
挙
に
転
落
し
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
言
葉
（
概
念
、
分
析
）
を
媒
介
と
す
る
文
学
に
は
、
宇
宙
的
な
広
大
な
（
内
面
）
空
間
を
表
現
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
だ
が
、
芸
術

は
、
と
く
に
音
楽
は
、
（
音
と
い
う
形
式
は
、
そ
の
ま
ま
内
容
で
あ
る
か
ら
｜
｜
つ
ま
り
「
口
実
」

〈

2
・
巧
吉
円
円
で
あ
る
か
ら
〉
純
粋
な
音

に
よ
っ
て
そ
れ
を
可
能
に
し
、
ま
た
言
葉
な
し
に
「
魂
の
交
流
」
（

E
g
B
Bロ
E
g
H
Zロ
仏
g
D
5
2）
を
可
能
に
す
る
の
だ
。

こ
う
し
た
こ
と
は
「
囚
わ
れ
の
女
」
の
後
半
で
、

ふ
た
た
び
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
繰
り
返
し
の
と
こ
ろ
に
リ
ル
ケ
は
横
線
を
ひ
い
て
い

-125ー

る、

1
1
l
エ
ヌ
・
エ
ル
・
エ
フ
の
原
本
、

一
九
二
三
年
の
第
十
版
（
ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
ル
ー
ス
ト
と
ジ
ヤ
ヅ
ク
・
リ
ヴ
ィ
エ

l
ル
と
に
よ
っ
て

校
合
さ
れ
た
版
〉
の
二
三
三
ペ
ー
ジ
｜
｜
二
三
六
ペ
ー
ジ
（
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
皿
三
七
四
ペ
ー
ジ
｜
｜
三
七
六
ペ
ー
ジ
）
、
そ
の
中
一
扉
に
リ
ル
ケ
は

こ
う
記
し
て
い
る
、
！

l
z
E
5
1
B℃
2
S
5
0
宮
m
o
N
ω
土
＝

「
た
と
え
ば
こ
の
音
楽
（
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽
〉
は
、
既
知
の
す
べ
て
の
書
物
よ
り
も
真
実
な
何
物
か
で
あ
る
、
と
私
に
は
思
わ
れ

た
。
そ
の
わ
け
を
と
き
ど
き
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
た
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
人
生
の
万
事
は
、
観
念
の
形
で
感
じ
ら
れ
る

の
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
を
文
学
的
に
、
と
い
う
こ
と
は
知
的
に
、
翻
訳
し
た
も
の
は
、
そ
れ
を
報
告
し
、
説
明
し
、
分
析
す
る
が
、
音
楽

お
ん

の
よ
う
に
再
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
、
音
楽
に
お
い
て
は
、
音
が
存
在
の
抑
揚
を
と
ら
え
、
感
覚
の
最
も
内
的
な
極
点
を
再
現
す
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
極
点
が
と
き
ど
き
わ
れ
わ
れ
の
見
出
す
あ
の
特
殊
の
陶
酔
を
わ
れ
わ
れ
に
あ
た
え
る
の
だ
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー



ド
版
E
三
七
四
ペ
ー
ジ
プ

文
学
の
言
葉
は
、

そ
れ
の
も
つ
概
念
で
分
析
を
お
こ
な
う
が
、
音
楽
の
音
は
「
存
在
の
抑
拐
」

Q

．Z
2
0
M
Z
コ（目。

－W2
5〉
［
独
訳
で
は
「
本
質
存
在
の
声
」
（
任
命
∞
己
E
B
O
門戸
2
当
2
8
ω
）
］
を
含
ん
で
い
て
「
最
も
内
的
な
極
点
」
（
宮
古
宮
古
忠
ユ
2
5

2
2
H
B
5
0
門戸。
ω
ω
Oロ
g
z。ロ
ω一品目。

E
5円
ω件
。
ロ
ロ
島
山
口
印
2ω
件
。
開
門
ω可
め
の
昨
日
五
（
HO円
何
自
立
吉
（
山
口
口
問
。
ロ
）
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
も

の
で
、
そ
れ
が
人
間
を
陶
酔
さ
せ
る
。
こ
の
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
陶
酔
こ
そ
、
幻
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
音
楽
の
伝
え
る
現
実

的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
陶
酔
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
は
、
自
分
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
自
分
の
現
実
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
る
、
ー
ー

さ
ら
に
こ
う
し
た
文
章
が
続
く
、
ー
ー

「
音
楽
が
っ
た
え
う
る
歓
喜
は
、
：
：
：
も
っ
と
現
実
的
な
、
も
っ
と
み
の
り
ゆ
た
か
な
陶
酔
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
れ
に
し
て
も

彫
刻
と
か
音
楽
と
か
で
、
よ
り
高
次
な
、

よ
り
純
粋
な
、
よ
り
真
実
な
感
動
を
そ
そ
る
も
の
が
、

一
種
の
霊
的
な
現
実
に
照
応
し
て
い
な
い

-126ー

は
ず
は
あ
り
え
な
い
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
人
生
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ヴ
ァ
ン
ト
ヮ
イ
ユ

の
美
し
い
一
楽
節
に
も
増
し
て
、
私
が
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
何
度
か
味
わ
っ
た
あ
の
特
別
の
快
感
に
似
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
だ
、
た

と
え
ば
マ
ル
タ
ン
ヴ
ィ
ル
の
鐙
塔
の
ま
え
で
、
あ
る
い
は
パ
ル
ベ
ッ
ク
の
街
道
の
何
本
か
の
木
々
の
ま
え
で
、
あ
る
い
は
も
っ
と
早
い
話
が

こ
の
作
品
の
冒
頭
で
、
ふ
と
何
か
の
お
茶
を
一
杯
飲
ん
で
い
た
と
き
に
味
わ
っ
た
快
感
で
あ
る
」
（
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
皿
三
七
四
ペ
ー
ジ
）

D

こ
の

文
の
な
か
の
「
一
種
の
霊
的
な
現
実
」
と
は
、
話
者
の
「
現
実
」
で
も
あ
る
し
、
作
者
の
「
現
実
」
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
形
而
上
的
芸
術

か
ら
の
感
動
を
受
け
る
も
の
は
、
白
己
喪
失
の
こ
の
世
の
中
に
お
い
て
も
な
お
存
在
し
て
い
る
と
い
う
自
分
の
「
現
実
」
を
も
ち
え
て
い
る

孤
独
な
人
間
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
「
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
人
生
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
文
節

は
、
リ
ル
ケ
が
読
ん
だ
一
九
二
三
年
の
第
十
版
に
は
な
く
、
そ
の
代
わ
り
に
「
そ
の
精
神
の
現
実
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
間
違
い
な
く
象
徴
的

に
表
現
す
る
の
だ
、
深
み
と
真
実
の
あ
の
印
象
を
与
え
る
た
め
に
」
（
二
三
四
ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
、
ー
l
巴－
o
ハ
E
5
8
2巳
D
O

門
小
包
忘



ω
円）一門戸苫巳］
O）

O
ロ
ωU1H己）。｝
2
0
ω
R
O
H
H
M
0
5
2
ロ
0
・
日
）
。
己
円
品
。
ロ
ロ

2

2
＝o
E】円）円。
ωω
目
。
ロ
（
目
。
七
円
。
向
。
ロ
品
。
ロ
円
。
片
品
。

J1A山岳小・

プ
レ
イ
ヤ

ー
ド
版
目
一

O
九
一
ペ
ー
ジ
で
は
：
七
。
ロ
円
吉
ゆ
色
。
ロ
ロ

2
・
：
と

B
O
が
入
っ
て
い
る
。
削
除
さ
れ
た
こ
の
文
に
は
「
印
象
」
と
い
う
語
が

み
え
る
が
、
う
え
の
本
文
に
は
続
い
て
マ
ル
タ
ン
ヴ
ィ
ル
の
鐘
塔
、
パ
ル
ベ
ッ
ク
の
道
の
三
本
の
木
、
紅
茶
に
浸
し
た
マ
ド
レ
l
ヌ
が
追
想

さ
れ
る
の
も
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
深
み
と
真
実
の
あ
の
印
象
」
と
の
関
係
に
お
い
て
な
の
だ
。
だ
が
果
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
？

紅

茶
に
浸
し
た
マ
ド
レ

i
ヌ
の
回
想
は
、
無
意
識
的
記
憶
の
蘇
り
で
あ
っ
て
、
印
象
の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
削
除
さ
れ
た
部
分
は
、
当

然
の
こ
と
削
除
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
「
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
、
人
生
は
な
ん
の
意
味
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と

い
う
平
板
な
文
節
に
と
っ
て
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
〈
こ
の
削
除
訂
正
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
研
究
家
の
課
題
で
あ
ろ
う
〉
。

『
七
重
奏
曲
』
の
ア
ン
ダ
ン
テ
の
次
の
楽
章
に
移
る
と
、
ま
た
も
や
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
楽
節
に
、
話
者
は
「
印
象
」
を
認
め
て
、
歓

に
わ
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
今
後
こ
の
歓
喜
は
私
に
と
っ
て
現
実
化
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
？

」
の
聞
い
が
私
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喜
し
て
い
る
、

l
l
「
地
上
を
越
え
た
あ
る
歓
喜
へ
の
こ
の
呼
び
か
け
が
、
今
後
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
私

に
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
、
：
・
・
：
す
な
わ
ち
私
が
真
の
生
活
を
築
く
た
め
の
指
標
や
糸
口
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
な
か

に
遠
い
聞
を
置
い
て
何
度
か
見
出
し
て
い
た
あ
の
印
象
、

マ
ル
タ
ン
ヴ
ィ
ル
の
鐘
塔
を
ま
え
に
し
て
、
ま
た
バ
ル
ベ
ッ
ク
の
近
く
の
三
本
の

木
の
列
を
ま
え
に
し
て
私
が
抱
い
た
あ
の
印
象
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
楽
節
の
特
殊
の
調
子
に
立
ち
か
え
っ
て
い
え
ば
、
卑
俗

な
日
常
生
活
で
き
め
ら
れ
て
い
る
習
慣
な
ど
か
ら
お
よ
そ
か
け
は
な
れ
た
こ
の
よ
う
な
予
感
、
来
世
の
至
福
へ
の
こ
の
上
な
い
ま
で
の
大
胆

な
接
近
、
：
：
：
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
E
二
六
一
ペ
ー
ジ
）

こ
こ
で
は
紅
茶
に
浸
し
た
マ
ド
レ

i
ヌ
の
味
は
、
「
印
象
」
と
は
関
係
が
な
い
ゆ
え

に
省
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ヴ
ァ
ン
ト
ク
イ
ユ
の
『
七
重
奏
曲
』
、
あ
る
い
は
『
ソ
ナ
タ
の
楽
節
』
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
印
象
、

そ
れ
は
フ
ェ
ル
メ

l
ル
の
『
デ
ル
フ
ト
の
風
景
』
の
黄
色
い
壁
に
よ
る
印
象
と
お
な
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
聞
き
手
は
歓
び
を
感
じ
る
。
そ



し
て
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
音
楽
で
代
表
さ
れ
て
い
る
ブ
ル
ー
ス
ト
の
音
楽
は
、
そ
う
し
た
内
的
な
印
象
を
、
さ
ら
に
そ
の
印
象
に
よ
る
歓
び

を
聞
き
手
で
あ
る
「
精
神
の
現
実
」
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
以
外
の
音
楽
に
は
不
可
能
な
の
で
あ

る。

つ
ま
り
、

形
而
上
的
な
「
自
足
す
る
美
」
（
内
的
印
象
）
を
創
造
す
る
芸
術
家
（
音
楽
家
）
の
み
が
「
精
神
の
現
実
」
に
歓
び
を
与
え

る
か
ら
で
あ
る
ロ
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
の
作
品
か
ら
は
、
「
多
く
の
光
の
感
覚
、

あ
か
る
い
ざ
わ
め
き
、

音
を
発
す
る
色
彩
」
な
ど
が
送
ら
れ

て
く
る
が
、
そ
う
し
た
「
暖
昧
な
感
覚
は
、
何
か
の
回
想
か
ら
き
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
印
象
か
ら
（
マ
ル
タ
ン
ヴ
ィ
ル
の
鐘
塔
の

そ
れ
の
よ
う
に
あ
る
印
象
か
ら
）
き
て
い
る
た
め
に
、
彼
の
音
楽
の
ジ
ェ
ラ
ニ
ウ
ム
の
芳
香
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
説
明
を
見
出
す

う

た

げ

こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
の
深
い
等
価
物
、
す
な
わ
ち
未
知
の
多
彩
な
饗
宴
を
見
出
す
べ
き
で
あ
り
（
彼
の
諸
作
品
は
、
そ
う
し
た
饗
宴
の

ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
断
片
、
深
紅
に
さ
け
た
破
片
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
）
、
そ
う
い
う
調
子
の
も
と
に
、
彼
が
宇
宙
を
『
耳
に
き
き
』
、

造
）
を
見
つ
け
だ
す
こ
と
で
、
彼
の
音
楽
の
ジ
ェ
ラ
ニ
ウ
ム
か
ら
発
す
る
芳
香
は
明
確
と
な
る
と
い
う
の
だ
が
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
感
覚
の
問

D
O
 

ヮ“

宇
宙
を
自
分
の
外
部
に
投
影
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
」
（
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
皿
三
七
五
ペ
ー
ジ
ヌ
そ
し
て
こ
の
仕
方
（
つ
ま
り
創

題
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
リ
ル
ケ
が
横
線
を
ひ
い
た
箇
所
だ
が
、
右
の
引
用
部
分
は
、
活
弧
（

い
る
。
な
る
ほ
ど
、
深
遠
な
等
価
物
、
未
知
の
饗
宴
、
宇
宙
を
聞
く
、
こ
れ
だ
け
で
も
う
す
で
に
リ
ル
ケ
の
形
而
上
的
美
学
の
本
質
を
言
い

）
内
を
除
い
て
、
全
行
に
下
線
が
ひ
か
れ
て

あ
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
文
学
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
続
く
話
者
と
ア
ル
ベ
ル
チ
i
ヌ

「
文
学
で
も
お
な
じ
こ
と
で
す
よ
」
と
い
う
｜
｜
問
い
と
答
え
に
、
リ
ル
ケ
は
三
重

と
の
｜
｜
「
文
学
で
も
お
な
じ
こ
と
で
し
ょ
う
か
？
」

の
短
い
横
線
を
ひ
い
て
い
る
。
む
ろ
ん
リ
ル
ケ
は
形
而
上
的
美
学
を
文
学
（
詩
）
に
も
当
て
は
め
て
考
え
て
い
た
が
、
こ
こ
に
。
ブ
ル
ー
ス
ト

も
自
分
と
お
な
じ
考
え
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
喜
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
囚
わ
れ
の
女
」
の
一
篇
を
通
じ
て
リ
ル
ケ
の
ブ
ル
ー
ス
ト
読
書
の
跡
を
、

リ
ル
ケ
の
側
か
ら
の
接
点
を
求
め
た
が



ら
、
辿
っ
て
み
た
が
、

い
か
に
両
者
が
、
芸
桁
、
愛
、
時
間
な
ど
の
問
題
で
、
形
而
上
的
に
近
似
で
あ
り
、
あ
る
い
は
完
全
に
一
致
し
て
い

た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
リ
ル
ケ
は
、
熱
心
に
ブ
ル
ー
ス
ト
を
読
ん
だ
。
お
そ
ら
く
リ
ル
ケ
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
が
自
分
と
お
な
じ
問
題

を
ど
う
（
形
市
上
的
に
）
解
決
す
る
か
に
興
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
殆
ど
自
分
と
同
一
の
結
果
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
喜
ん
だ
に
ち
が
い
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
リ
ル
ケ
は
最
初
の
。
ブ
ル
ー
ス
ト
讃
美
者
の
一
人
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
｜
｜
ジ
ッ
ド
で
す
ら
ま
だ
。
ブ
ル
ー
ス
ト
に
不
信
の
念

を
懐
い
て
い
た
と
き
に
お
い
で
す
ら
。

本
稿
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ス
ト
作
品
か
ら
の
引
用
は
、

筑
摩
書
房
の

「
。
ブ
ル
ー
ス
ト
全
集
」

i
（
一
九
八
四
年
）
と
市
（
一
九
八
七
年
）
、

つ
ま
り
。
ブ
ル
ー
ス
ト
研
究
の
専
門
家
井
上
究
一
郎
教
授
に
よ
る
翻
訳
「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
ヘ
」
と
「
囚
わ
れ
の
女
」
に
よ
る
も
の
で
、
借
用

さ
せ
て
戴
い
た
こ
と
を
感
謝
致
し
ま
す
口
な
お
そ
の
引
用
箇
所
を
プ
レ
イ
ヤ
ー
ド
版
「
。
ブ
ル
ー
ス
ト
全
集
」
で
示
し
て
お
い
た
が
、
プ
レ
イ

ヤ
ー
ド
版

I
は
一
九
八
四
年
度
版
で
あ
り
、
そ
の
mm
は
一
九
八
三
年
度
版
で
あ
る
。
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