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石
川
淳

『
マ
ル
ス
の
歌
』
ーさβ、
両冊

｜
｜
石
川
初
期
作
品
に
お
け
る
基
本
構
造
と
成
立
事
情
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

中
平

仁
孝

1 
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昭
和
十
年
、
『
佳
人
』
（
昭
日
・
5

）
を
も
っ
て
作
家
的
出
発
を
は
た
し
た
と
き
れ
る
石
川
淳
は
昭
和
十
二
年
、
『
普
賢
』
（
昭
日
・

6

に
よ
り
第
四
回
芥
川
賞
を
受
賞
、
『
マ
ル
ス
の
歌
』
は
そ
の
翌
年
の
昭
和
十
三
年
一
月
、
「
文
学
界
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
発
表
直
後
、
『
マ
ル
ス
の
歌
』

は
反
軍
・
反
戦
思
想
を
醸
成
せ
し
む
る
と
し
て
発
禁
処
分
を
受
け
、
石
川
、
及
び
「
文
学
界
」
の
編
集

者
で
あ
っ
た
河
上
徹
太
郎
は
当
局
に
よ
り
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。

確
か
に
、
『
マ
ル
ス
の
歌
」
に
は
忌
誇
に
触
れ
る
で
あ
ろ
う
言
説
が
認
め
ら
れ
る
。

一
般
に
、
あ
る
状
態
に
置
か
れ
た
と
き
、
個
人
の
意
志
と
か
感
情
と
か
が
も
の
の
い
へ
な
く
な
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
状
態
に
置
か
れ

た
各
人
が
こ
れ
は
い
か
ん
と
思
っ
た
に
し
て
も
、
ど
う
に
も
な
ら
ん
こ
と
が
あ
る
。
流
行
歌
が
巷
を
風
慶
し
て
ゐ
る
と
き
な
ど
も
、
そ

う
い
ふ
状
態
を
現
出
す
る
ね
。
流
行
の
中
で
、
み
ん
な
が
つ
な
ぎ
合
は
き
っ
て
ゐ
る
か
ら
な
。
た
と
へ
ば
、
目
下
大
流
行
の
、
あ
の



『
マ
ル
ス
の
歌
』
に
し
て
も

こ
う
し
た
流
行
歌
「
マ
ル
ス
』
へ
の
批
判
に
加
え
、
伊
豆
を
訪
ね
た
〈
わ
た
し
〉
が
「
富
士
」
に
不
快
感
を
覚
え
る
場
面
も
さ
ら
に
指
摘

さ
れ
よ
、
フ
。

ふ
と
北
の
は
う
の
空
を
見
上
げ
る
と
、
ど
う
し
て
も
っ
と
早
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
大
き
く
、
高
く
、
空
い
ち

め
ん
を
領
し
て
、
非
常
に
は
っ
き
り
フ
ジ
が
浮
き
立
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
、

頭
脳
に
た
た
か
ひ
を
挑
む
べ
き
何
も
の
も
も
た
ぬ
こ
の
山

の
形
容
を
元
来
わ
た
し
は
好
ま
な
い
た
ち
な
の
で

い
か
に
そ
れ
が
秀
麗
ら
し
く
見
え
よ
う
と
も
、

な
は
さ
ら
感
心
す
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
か
っ
た
。

ほ
と
ん
ど
視
野
か
ら
そ
れ
を
追
ひ
の
け
る
た
め
に
、
わ
た
し
は
望
遠
鏡
で
沖
を
眺
め
は
じ
め
た
。

こ
こ
で
片
仮
名
表
記
き
れ
た
「
フ
ジ
」
は
明
ら
か
に
〈
わ
た
し
〉

の
嫌
悪
の
対
象
で
あ
る
。
「
マ
ル
ス
の
歌
』
と
同
時
期
の
エ
ッ
セ
イ
で
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あ
る
『
あ
け
ら
菅
江
』
（
昭
ロ
・
2

に
お
い
て
も

」
う
し
た
「
富
士
」
に
対
す
る
同
様
の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。

先
日
わ
た
し
が
旅
行
に
出
ょ
う
と
す
る
と
、
あ
る
友
だ
ち
が
一
つ
註
文
を
つ
け
た
。
「
不
二
山
の
見
え
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
く
れ
。
」

わ
た
し
は
こ
れ
を
既
成
概
念
に
沈
酒
す
る
な
と
い
ふ
意
に
解
し
て
、
適
切
な
注
意
だ
と
思
っ
た
。

た
と
え
ば
、
『
マ
ル
ス
の
歌
』
発
表
直
前
の
昭
和
十
二
年
九
月
に
公
募
さ
れ
た
『
愛
国
行
進
曲
』

の
一
節
か
ら
も
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、

〈
わ
た
し
〉

の
嫌
悪
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
軍
国
主
義
に
お
け
る
「
揺
る
ぎ
な
き
」
「
わ
が
日
本
の
誇
り
」
で
あ
る
「
富
士
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

見
よ

東
海
の
空
明
け
て
／
旭
日

高
く
輝
け
ば
／
天
地
の
正
気

滋
刺
と

希
望
は
躍
る

大
八
洲
／
お
お

清
朗
の
朝
雲
に
／
そ
ぴ
ゆ
る

富
士
の
姿
こ
そ

金
甑
無
欠

揺
る
ぎ
な
き
／
わ
が
日
本
の

誇
り
な
れ



言
う
ま
で
も
な
く
、
昭
和
十
年
代
は
国
家
意
識
を
構
築
す
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
い
う
時
代
思
潮
の
直
中
に
あ
り
、
満
州
事
変
を
契
機
に
日
中

戦
争
を
経
て
、
太
平
洋
戦
争
に
至
る
ま
で
軍
部
を
中
心
に
言
論
・
出
版
・
思
想
の
統
制
が
強
行
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
下
に

発
表
さ
れ
た

『
マ
ル
ス
の
歌
』
lま

こ
れ
ま
で
い
か
な
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
小
田
切
秀
雄
に
次
の
よ
う

な
指
摘
が
あ
る
。

こ
の

『
マ
ル
ス
の
歌
』
は
日
中
戦
争
開
始
い
ら
い
き
か
ん
に
な
っ
た

と
い
う
よ
り

き
か
ん
に
さ
れ
た
）
軍
国
主
義
的
な
風
俗
の

っ
と
し
て
の
グ
軍
歌
。
に
た
い
す
る
は
げ
し
い
嫌
悪
と
批
判
と
を
、

ほ
と
ん
ど
む
き
だ
し
に
示
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る

（
中
略
）
こ

の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
は
最
初
か
ら
明
ら
か
で
、
大
量
の
軍
事
動
員
を
伴
っ
た
日
中
戦
の
新
段
階
と
と
も
に
、
街
頭
に
あ
ふ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
軍
神
の
歌
｜
｜
軍
歌
へ
の
は
げ
し
い
嫌
悪
と
と
も
に
、

が
生
ず
る
か
、

そ
う
い
う
軍
歌
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
し
ま
う
と
人
間
に
ど
う
い
う
こ
と

(1
) 

と
い
う
つ
ら
い
興
味
の
よ
う
な
も
の
が
作
品
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
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ま
た
、
鈴
木
貞
美
は
「
小
説
は
軍
国
の
世
情
に
お
け
る
人
び
と
の
精
神
の
狂
い
を
書
い
て
、
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。
批
判
精
神
が
露
骨
な

(2
) 

ほ
ど
剥
き
出
し
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
両
氏
は
と
も
に
『
マ
ル
ス
の
歌
』
に
認
め
ら
れ
る
時
代
批
判
、
体
制
批
判
に
つ
い
て
指
摘
し
て

い
る
が

こ
れ
ら
は
発
禁
に
処
さ
れ
た
作
品
に
下
さ
れ
る
妥
当
な
見
解
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

－p

－
J
－

J
、

宇
J
J
J
l
l
、

」
う
し
た
い
わ
ゆ
る
支
配
的

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
評
価
が
ま
た
、
「
マ
ル
ス
の
歌
』
を
こ
れ
ま
で
閉
じ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
固
定
化
し
て
き
た
の
で
も
な
い
か
。

本
稿
は
、
石
川
初
期
作
品
に
お
け
る
基
本
構
造
を
あ
く
ま
で
骨
子
に
据
え
つ
つ
も
、
反
戦
小
説
の
み
に
一
元
化
き
れ
な
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て

の
側
面
か
ら
『
マ
ル
ス
の
歌
』
の
読
み
の
可
能
性
を
検
討
す
る
。
『
マ
ル
ス
の
歌
」
研
究
に
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
試
み
と
し
た
い
。



[2
]

流
行
歌
『
マ
ル
ス
』
を
耳
に
し
て
窒
息
し
か
け
る
〈
わ
た
し
〉
は
、

石
川
初
期
作
品
に
共
通
し
た
〈
小
説
の
書
け
ぬ
小
説
家
〉
で
あ
る
。

一
方
、
〈
わ
た
し
〉
の
従
妹
で
あ
る
冬
子
は
「
ほ
ん
と
の
や
う
な
嘘
の
や
う
な
こ
と
」
を
志
向
し
、
自
己
の
外
部
を
遮
断
す
る
こ
と
で
現
実

世
界
に
抗
す
る
病
弱
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
〈
わ
た
し
〉
や
冬
子
を
窒
息
さ
せ
る
『
マ
ル
ス
』
と
は
、

元
来
農
耕
に
携

わ
る
神
で
あ
っ
た
の
が

ロ
ー
マ
人
が
好
戦
民
族
へ
と
移
行
す
る
に
つ
れ
て
軍
神
と
し
て
の
崇
拝
を
あ
つ
め
た
神
で
あ
り
、
農
耕
期
か
つ
進

軍
期
で
あ
る
三
月
（
M
a
r
c
h

は
こ
の

『
マ
ル
ス
』
（M
a
r
s

に
由
来
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
『
マ
ル
ス
の
歌
』
で
く
り
返
さ
れ
る

「
季
節
」
と
い
う
こ
と
ば
を
意
識
し
た
と
き
、
冬
子
が
そ
の
名
に
担
っ
た
季
節
で
あ
る
「
冬
」
と
『
マ
ル
ス
』

の
季
節
と
は
、
す
で
に
相
容

26-

れ
ぬ
宿
命
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
『
マ
ル
ス
』
の
季
節
の
直
中
に
あ
る
時
代
に
拒
ま
れ
、
抑
圧
さ
れ
た
冬
子
に
世
界
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
『
マ
ル
ス
』
の
季
節
を
否
定
、
克
服
し
、
新
た
に
創
造
さ
れ
た
世
界
で
し
か
な
い
。

冬
子
の
自
殺
と
い
う
極
め
て
意
識
的
な
死
と
、
さ
ら
に
そ
の
死
を
「
異
様
に
は
し
ゃ
い
だ
調
子
」
で
見
過
ご
し
て
ゆ
く
帯
子
に
は
、
支
」l
v

あ
た
っ
て
石
川
の
初
期
作
品
に
認
め
ら
れ
る
「
死
と
再
生
」
の
モ
チ
ー
フ
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
マ
ル
ス
の
歌
』

に
先
行
す
る
『
普
賢
』
は
〈
わ
た
し
〉

の
分
身
と
さ
れ
る
旧
友
庵
文
蔵
の
死
と
ひ
き
か
え
に
〈
わ
た
し
〉
が
再
生
し
て
ゆ
く
物
語
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
ま
た
平
野
謙
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
執
着
し
つ
づ
け
た
ユ
カ
リ
（
理
想
）
を
捨
て
、
綱
（
現
実
）
を
求
め
た
が
ゆ
え
の
再

生
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
現
実
と
は
綱
と
い
う
女
性
に
は
か
な
ら
な
い
。

(3
) 

カ
リ
と
綱
と
い
ふ
理
想
と
現
実
、
精
神
と
肉
体
に
挿
ま
れ
て
転
曝
す
る
。

『
普
賢
』
に
お
け
る
理
想
は
ユ
カ
リ
と
い
ふ
女
人
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
し
て
、
二L



再
生
し
た
〈
わ
た
し
〉

の
決
意
と
は
「
文
字
に
立
て
て
此
世
を
転
倒
さ
せ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
小
説
」
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た

〈
わ
た
し
〉
は
「
文
字
に
立
て
て
」
「
転
倒
き
せ
る
」
べ
き
「
此
世
」
（
現
実
）と向
き
合
う
こ
と
で
、
は
じ
め
て
新
た
な
る
旅
立
ち
の
起
点

に
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
瞬
間
に
、
書
く
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
現
実
の
領
略
を
は
か
る
〈
わ
た
し
〉
が
誕
生
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
や
が
て
「
小
説
の
世
界
を
支
へ
る
も
の
は
精
神
に
は
か
な
ら
ぬ

れ
る
」
と
い
う
理
論
へ
結
実
し
て
ゆ
く
。
現
実
を
変
革
し
て
ゆ
く
精
神
的
努
力
の
は
て
に
「
小
説
」
は
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
中
略
）
精
神
は
現
実
と
の
対
決
に
於
て
の
み
作
品
に
示
現
さ

『
マ
ル
ス
の
歌
』
の
発
禁
処
分
直
前
に
発
表
さ
れ
た
『
履
霜
』
（
昭
ロ
－M
）
で
も
ま
た
、
現
実
へ
の
行
動
を
伴
わ
な
い
マ
ル
ク
ス
思
想
家

毛
利
一
郎
が
断
罪
さ
れ
る
。

一
郎
の
妻
で
あ
る
秋
子
は
思
想
の
城
に
立
て
龍
も
る
一
郎
と
別
れ
、
新
し
い
生
活
（
運
動
）
を
開
始
し
て
ゆ

く
。
『
マ
ル
ス
の
歌
』
も
こ
れ
と
同
様
、『
普
賢
』
以
降
の
〈
わ
た
し
〉
の
意
志
に
貫
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
映
画
小
屋
に
入
っ
た
〈
わ

た
し
〉

は
ス
ク
リ
ー
ン
を
通
し
て

通
し
て
し
か
）
現
実
を
垣
間
見
る

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
。
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あ
あ
、

か
れ
ら
の
N
O

－
－
を
前
に
し
て
、
わ
た
し
の

N
O

－
－
の
微
弱
低
調
な
ひ
び
き
な
ど
な
に
も
の
だ
ら
う
。

〈
わ
た
し
〉
は
席
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
に
「
恥
辱
に
ま
み
れ
、
び
っ
し
ょ
り
汗
を
か
き
」
「
外
へ
抜
け
出
し
た
」
。
「
今
こ
そ
書
か
れ
る

べ
き
小
説
」
を
思
い
な
が
ら
｜
｜
。
こ
の
「
小
説
」
と
は
、
現
実
と
対
決
す
る
こ
と
で
「
ひ
と
び
と
を
静
澄
に
し
、

明
確
に
し
、
強
烈
に

し
、
美
し
く
さ
せ
る
」
小
説
に
は
か
な
ら
な
い
。
も
は
や
、
思
想
の
殻
に
閉
じ
龍
も
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
野
口
武
彦
の

(5
) 

こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、
「
『
佳
人
』
以
来
わ
れ
わ
れ
に
は
馴
染
深
い
あ
の
死
の
観
念
」
が
導
入
さ
れ
る
。
『
マ
ル
ス
』
の
季
節
に
抑
圧
さ

れ
、
自
己
を
現
実
世
界
か
ら
遮
断
し
て
い
る
冬
子
は
、
す
で
に
し
て
庵
文
蔵
や
毛
利
一
郎
と
と
も
に
処
さ
れ
る
宿
命
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
、
っ
。
か
く
て
石
川
初
期
作
品
の
典
型
と
し
て

か
つ
て
の
〈
わ
た
し
〉
が
庵
文
蔵
と
訣
別
し
た
よ
う
に
冬
子
を
乗
り
越
え
て
ゆ
く
帯

子
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
。



(3
]

『
荒
魂
」
（
昭
お
・11
5

）
の
冒
頭
で
「
う
ま
れ
た
と
き
は
す
な
は
ち
殺
さ
れ
た
と
き
で
あ
っ
た
」
と
語
ら
れ
る
佐
太
も
ま
た
、
何
度
撲

殺
さ
れ
て
も
蘇
る
「
死
と
再
生
」
を
く
り
返
す
強
烈
な
生
命
体
そ
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
革
命
を
企
図
す
る
潮
弘
方
や
照
子
に
と

っ
て
、
佐
太
は
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。

と
同
時
に
、

」
の
革
命
小
説
に
「
荒
魂
」
と
い
う
神
話
・
民
俗
学
的

な
世
界
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
『
革
命
家
の
夢
』
（
昭
位
・
日
）に
は
次
の
よ
う
な
革
命
観
が
認
め
ら
れ
る
。

日
本
は
神
武
か
ら
出
直
さ
う
。
神
武
以
来
の
国
史
を
書
き
あ
ら
た
め
て

で
き
る
こ
と
な
ら
ば
聖
人
の
治
に
ま
で
も
っ
て
ゆ
か
う
。
す

な
は
ち

理
想
は
莞
舜
。
実
践
は
足
も
と
の
神
武
縁
故
の
地
か
ら
。

（
中
略
）
究
極
は
亮
舜
が
ね
ら
ひ
と
す
れ
ば

か
た
ち
は
復
古
と

-2.8 

い
ふ
こ
と
に
な
る
。

だ
い
ぶ
て
ま
へ
の
神
武
ま
で
に
し
て
も
、
立
ち
も
ど
り
申
す
べ
く
候
で
あ
る
。
未
来
に
む
か
つ
て
実
現
す
べ
き
世

界
の
模
型
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
求
め
る
と
い
ふ
の
は
、
を
か
し
い
や
う
に
は
見
え
る
も
の
の
、

め
づ
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
西

洋
で
も
古
く
は
革
命
家
の
夢
は
過
去
に
係
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

き
ら
に
、
昭
和
十
七
年
発
表
の

『
祝
詞
と
祈
祷
と
散
文
』
（
昭
口
・4
）
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

わ
た
し
は
数
書
を
検
し
て
、
祝
詞
に
至
っ
た
。
祈
年
祭
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
ト
シ
ゴ
ヒ
ノ
マ
ツ
リ
で
あ
る
。
（
中
略
わ
た
し
は
た
ち

ま
ち
き
と
っ
た
。
わ
が
太
古
の
神
は
ひ
と
が
斎
戒
し
て
廓
然
と
讃
め
る
べ
き
神
で
あ
っ
た
。
天
を
仰
い
で
た
め
い
き
を
つ
い
た
り
、
地

に
伏
し
て
涙
を
こ
ほ
し
た
り
、
思
ひ
い
れ
た
っ
ぷ
り
で
、

め
そ
め
そ
く
ど
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
や
う
な
他
人
行
儀
の
祈
祷
の
神
は
異
国

の
神
で
あ
っ
た
。
奈
良
の
仏
像
の
作
者
が
礼
拝
し
た
ホ
ト
ケ
は
明
か
に
わ
が
朝
の
も
の
で
は
な
い
。

（
中
略
）
祝
詞
の
精
神
か
ら
発
し

て
運
動
を
お
こ
す
こ
と
は
、
近
代
生
れ
の
散
文
の
歴
史
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
稀
代
の
椿
事
、
新
奇
の
経
験
で
あ
る
。
古
今
東
西
に
た
め



し
が
な
い
。
外
国
人
の
文
学
史
な
ど
き
が
し
ま
は
っ
た
と
こ
ろ
で
先
例
の
見
つ
か
る
わ
け
も
な
い
。
今
日
の
日
本
の
作
者
に
の
み
課
せ

ら
れ
た
壮
烈
な
る
難
問
で
あ
る
。

石
川
文
学
に
お
け
る
革
命
の
意
志
は
明
ら
か
に
過
去
を
志
向
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
祝
詞
の
精
神
か
ら
発
し
て
運
動
を
お
こ

す
」
反
近
代
的
な
意
識
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
、『
マ
ル
ス
の
歌
』
に
認
め
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
に
、
こ
う
し
た
古
代
を
志
向
す
る

意
識
を
重
ね
合
わ
せ
た
と
き
、
冬
子
と
帯
子
に
付
与
さ
れ
た
「
死
と
再
生
」
の
メ
タ
フ
ァ
l

に
つ
い
て
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
リ
ッ
ク
に
と
ら
え
て

み
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
試
み
と
考
え
ら
れ
る
。
石
川
作
品
の
民
俗
学
受
容
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
『
八
幡
縁
起
』
（
昭
お
・3
）

(6
) 

等
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
、
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
石
川
自
身
も
民
俗
学
、
殊
に
折
口
信
夫
の
仕
事
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
。

民
俗
学
に
も
そ
れ
な
り
の
方
法
と
い
う
の
が
、
学
問
的
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
表
現
す
る
と
な
る
と
民
俗
学
と
い
う
の
は

文
学
に
な
る
。
柳
田
き
ん
で
も
折
口
き
ん
で
も
そ
う
だ
け
れ
ど
、
方
法
が
文
学
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

(7
) 

「
死
者
の
書
』
あ
の
あ
と
が
き
み
た
い
な
の
は
い
い
で
す
ね
。
面
白
い
。

（
中
略
）
私
は
折
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口
き
ん
の
仕
事
で
一
番
面
白
い
の
は
、

「
冬
」
と
い
う
季
節
に
つ
い
て
、
折
口
信
夫
は
「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
を
冬
祭
り
の
根
本
に
据
え
つ
つ
次
の
よ
う
に
説
く
。

此
処
で
「
冬
」
と
い
ふ
言
葉
を
考
へ
て
見
る
。

ふ
ゅ
は
、
殖
ゆ
で
、
分
裂
す
る
事
・
分
れ
る
事
・
枝
が
出
る
事
な
ど
い
ふ
意
味
が
、
古

典
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
枝
の
如
く
分
れ
て
出
る
も
の
を
取
り
扱
ふ
行
事
が
、
冬
の
祭
り
で
あ
る
。
（
中
略
）日
本
の
古
代
の
考
へ
で

は
、
或
時
期
に
、
魂
が
人
間
の
身
体
に
、
付
着
し
に
来
る
時
が
あ
っ
た
。
此
時
期
が
冬
で
あ
っ
た
。
歳
、
窮
っ
た
時
に
、
外
か
ら
来
る

魂
を
呼
ん
で
、
身
体
へ
付
着
さ
せ
る
、

謂
は
ゾ
、
魂
の
切
り
替
へ
を
行
ふ
時
期
が
、

冬
で
あ
っ
た
。
吾
々
の
祖
先
の
信
仰
か
ら
言
ふ

と
、
人
間
の
威
力
の
根
本
は
魂
で
、
此
強
い
魂
を
付
け
る
と
、
人
間
は
威
力
を
生
じ
、
精
力
を
増
す
の
で
あ
る
。

(8
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に
な
る
と
、
此
魂
を
呼
ん
で
付
着
き
せ
る
。
す
る
と
春
か
ら
、
新
し
い
力
を
生
じ
て
活
動
す
る
。

（
中
略
）
毎
年
、
冬



「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」
と
は
分
割
・
増
殖
し
た
魂
を
分
与
す
る
鎮
魂
の
一
様
式
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
冬
」
と
い
う
季
節
は
『
マ
ル
ス
』

の
季
節
で
も
あ
る
農
耕
期
に
失
わ
れ
た
活
力
を
蓄
え
る
、
来
る
べ
き
季
節
に
向
け
て
の
龍
も
り
の
時
期
で
あ
り
、
疲
弊
し
た
魂
が
蘇
生
、
復

活
す
る
再
生
の
季
節
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
冬
子
の
死
に
直
面
す
る
こ
と
で
「
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
烈
し
」
さ
を
有
す
る
帯
子
は
「
ね
え

さ
ん
は
き
っ
と
生
き
て
い
る
」
と
信
じ
、
「
一
所
懸
命
に
死
な
な
い
理
由
ば
っ
か
り
考
へ
」
、
「
ど
う
考
へ
で
も
死
ん
で
行
く
ひ
と
と
縁
が
な

い
」
。
冬
子
の
死
に
直
面
し
た
帯
子
の
「
ば
ん
ざ
い
！
」
と
い
う
叫
ぴ
も
、
冬
子
か
ら
帯
子
へ
の
再
生
を
テ
ク
ス
ト
に
読
み
こ
む
こ
と
で
、

は
じ
め
て
そ
の
意
味
を
持
ち
は
じ
め
て
く
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
帯
子
は
冬
子
と
は
対
照
的
な
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
。
帯
子
は
『
佳
人
』

の
ミ
サ
、
『
秘
仏
』
（
昭
日
・4
）
の
加
代
、
『
普
賢
』

の
綱
に
一
連
す
る
石
川
初
期
作
品
に
お
け
る
女
性
信
仰
の
典
型
的
な
性
格
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、

「
久
、
乙
と
い
、
っ

-30-

季
節
を
宿
し
た
冬
子
と
と
も
に
帯
子
の
命
名
も
も
ま
た
、
「
死
と
再
生
」
を
め
ぐ
っ
て
補
完
的
に
作
用
し
て
い
る
。

「
河
の
名
を
取
っ
た
」
と
い
う
帯
子
の
オ
ビ
イ
（o
b

－
－
）か
ら
は
、
シ
ベ
リ
ア
大
陸
を
流
れ
る
大
河
オ
ビ
川
が
想
起
さ
れ
る
。
革
命
国

家
ロ
シ
ア
が
暗
に
灰
め
か
さ
れ
る
仕
掛
け
で
は
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
に
は
「
帯
子
と
い
ふ
名
は
本
来
タ
ラ
シ
コ
と
読
ま
れ
て
い
た
」
と
あ
え

の
古
語
で
あ
る
「
タ
ラ
シ
」
は
、
充
足
す
る
・
満
ち
足
り
る
の
意
で
あ
ろ
う
が
、

(9
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を
美
称
と
し
て
「
タ
ラ
シ
」
と
読
ま
せ
た
命
名
法
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
タ
ラ
シ
」
に
関
し
て
は
西
郷
信
綱
に
次
の
よ
う
な
指
摘

て
断
ら
れ
て
い
る
。
「
帯
」

」
れ
は
記
紀
に
お
い
て
「
帯
」

が
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
景
行
は
オ
オ
タ
ラ
シ
ヒ
コ
オ
シ
ロ
ワ
ケ
だ
が
、
き
ら
に
次
の
成
務
は
ワ
カ
タ
ラ
シ
ヒ
コ
、
神
功
皇
后
は
オ
キ
ナ
ガ

タ
ラ
シ
ヒ
メ

仲
哀
は
タ
ラ
シ
ナ
カ
ツ
ヒ
コ
と
い
い

こ
の
へ
ん
で
タ
ラ
シ
が
和
風
議
号
の
要
に
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
タ
ラ
シ
は

ほ
め
こ
と
ば
だ
が

（
中
略
）
「
足
ら
し
御
世
」
と
は
、天
皇
の
威
力
が
行
き
わ
た
っ
た
盛
大
な
世
と
い
う
意
で
あ
る
。

（
中
略
）か
れ
ら



（
叩
）

は
そ
れ
ぞ
れ
「
足
ら
し
御
世
」
を
成
就
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
だ
。

「
タ
ラ
シ
」
と
は
そ
れ
自
体
が
強
靭
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
保
有
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
生
命
力
に
溢
れ
、
再
生
を

担
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
所
持
者
で
あ
る
帯
子
に
相
応
し
い
命
名
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

[4
]

石
川
文
学
に
は
終
始
、
「
運
動
」
と
そ
の
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

へ
の
執
着
が
あ
っ
た
。
『
権
力
に
つ
い
て
』
（
昭
お
・
叩
）
に
は
次
の
よ
う
な

一
節
が
あ
る
。

権
力
が
な
に
も
の
の
思
想
の
手
に
取
ら
れ
よ
う
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
に
も
係
ら
ず
、
精
神
は
つ
ね
に
す
く
な
く
と
も
拒
否
に
於
て
す

べ
て
の
権
力
の
支
配
に
対
し
て
た
た
か
ふ
だ
ら
う
。
精
神
に
と
っ
て
、
完
全
な
る
無
秩
序
へ
の
飢
渇
は
太
陽
の
光
と
と
も
に
絶
え
る
と
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き
が
無
い
だ
ら
う
。
こ
の
飢
渇
は
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
運
動
の
極
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
『
孤
独
と
抵
抗
』
（
昭
お
・8
）
で
は
「
人
聞
が
不
幸
の
中
に
ゐ
て
い
か
に
孤
独
に
堪
へ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
抵
抗
の
基
本
形
式

だ
よ
。

（
中
略
）
政
治
の
現
場
に
於
け
る
少
数
の
個
人
の
抵
抗
は
（
中
略
）
依
然
と
し
て
感
覚
を
も
っ
生
き
た
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ほ
か

石
川
文
学
の
こ
う
し
た
独
自
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
理
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
文
芸
理
論
で
あ
る
「
精

（
日
）

神
の
運
動
」
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
こ
う
し
た
「
精
神
の
運
動
」
・
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
着
目
し
た
理
論

な
ら
な
い
」
と
断
じ
ら
れ
て
い
る
。

を
把
持
す
る
文
学
の
志
向
性
｜
｜
現
存
す
る
既
成
の
概
念
・
様
式
・
シ
ス
テ
ム
を
否
定
、
破
壊
し
、
新
た
な
世
界
を
創
造
し
て
ゆ
く
変
革
・

革
命
へ
の
傾
き
ー
ー
が
怖
轍
さ
れ
て
も
く
る
だ
ろ
う
。

歴
史
条
件
に
反
し
て
、
ま
た
精
神
の
運
動
に
き
か
ら
っ
て
、
人
民
の
流
血
を
で
き
る
だ
け
多
量
に
強
要
し
て
来
る
も
の
は
、
国
を
ほ
ろ



ぼ
し
て
も
権
力
は
手
ぱ
な
し
た
く
な
い
と
い
ふ
下
司
ど
も
の
暴
力
的
政
治
だ
ね
。

（
中
略
）
革
命
と
は
人
聞
が
歴
史
の
中
に
発
見
し
た

運
動
の
法
別
で
あ
っ
て
、
決
し
て
コ
ワ
イ
も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
判
然
と
す
る
だ
ら
う
。

（
ロ
）

力
だ
よ
。

コ
ワ
イ
の
は
運
動
の
法
則
に
反
す
る
暴

す
で
に
こ
こ
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
運
動
の
法
則
」
に
よ
る

（
形
而
上
的
）
革
命
は
「
暴
力
」
を
伴
う
（
形
而
下
的
）
革
命
と
明
確
に

分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
き
ら
に
『
権
力
に
つ
い
て
』

の
数
行
も
看
過
で
き
な
い
。

む
か
し
、
巌
穴
の
士
と
い
ふ
も
の
が
あ
っ
た
。
政
治
の
場
か
ら
離
れ
て
巌
穴
に
こ
も
る
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
い
ふ
。
し
か

し
、
巌
穴
は
必
ず
し
も
逃
避
の
謂
で
は
な
い
。
理
想
上
、
巌
穴
の
士
は
そ
の
位
置
に
於
て
つ
ね
に
権
力
を
否
定
し
、

そ
の
運
動
に
於
て

と
き
に
政
治
に
干
渉
す
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

（
中
略
）
今
日
ど
こ
を
き
が
し
て
も
巌
穴
と
い
ふ
も
の
は
地
理
的
に
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
巌
穴
を
も
と
め
る
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
よ
く
そ
の
位
置
を
商
山
に
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
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の
代
り
に
、
精
神
の
運
動
の
た
め
に
学
問
と
か
芸
術
と
か
文
学
と
か
小
説
と
か
さ
ま
ざ
ま
の
速
い
乗
り
物
が
用
意
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、

お
か
げ
で
精
神
は
の
べ
つ
に
い
そ
が
し
く

な
に
か
の
車
に
乗
っ
て
駆
け
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

か
つ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
洗
礼
を
受
け
、
社
会
主
義
運
動
を
経
験
し
た
昭
和
の
知
識
層
は
、
革
命
が
抑
圧
さ
れ
て
ゆ
く
昭
和
と
い
う
時

代
、
日
本
に
お
け
る
革
命
の
可
能
性
を
否
定
し
つ
づ
け
た
時
代
と
と
も
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
た
石
川
文
学
に
と
っ
て
、
唯

一
革
命
を
具
象
化
さ
せ
る
方
法
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
「
運
動
の
法
則
」
に
よ
る
（
形
而
上
的
）
革
命
、

」
と
ば
に
よ
る
革
命
が
も

つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
小
説
化
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
と
ば
に
よ
る
革
命
は
そ
れ
が
形
市
上
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
、
「
精
神
の
運

動
」
に
お
け
る
永
遠
の
持
続
が
保
証
さ
れ
る
。
形
而
下
的
な
革
命
は
革
命
成
就
の
瞬
間
、
そ
の
運
動
が
固
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

石
川

文
学
を
貫
く
「
精
神
の
運
動
」
は
こ
う
し
た
論
理
の
導
入
に
よ
り
、

は
じ
め
て
そ
の
発
動
の
場
を
獲
得
し
え
た
と
い
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
、



こ
の
「
精
神
の
運
動
」
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
帯
子
と
三
治
が
「
伊
豆
」
と
い
う
ト
ポ
ス
に
配
置
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ
、
っ
。

(5
]

伊
豆
の
海
に
遊
ぶ
帯
子
と
三
治
の
様
子
を
見
守
る
〈
わ
た
し
〉
は
「
二
人
と
も
た
い
へ
ん
健
康
き
う
に
ぴ
ち
ぴ
ち
し
て
ゐ
る
。
何
を
心
配

す
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
き
ょ
う
の
帯
子
は
と
く
に
美
し
い
」
と
の
印
象
を
持
つ
。
一
方
、
帯
子
と
三
治
も
「
全
然
競
争
な
の
。お
た
が
ひ

に
抜
き
っ
こ
し
て
る
み
た
い
。
息
が
切
れ
き
う
に
な
る
と
、
も
っ
と
息
が
切
れ
き
う
な
こ
と
代
る
が
は
る
考
へ
だ
す
の
。
海
へ
行
か
う
と
い

ひ
出
し
た
の
は
帯
子
な
の
。
そ
し
た
ら
、
静
浦
ま
で
行
か
な
い
う
ち
に
、
三
治
は
も
う
山
が
い
い
っ
て
い
ふ
の
」
、
「
い
や
、オビ
イ
が
そ
ば
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か
ら
拍
車
を
か
け
て
く
れ
る
ん
だ
。

（
中
略
）
も
う
危
険
が
危
険
で
な
く
な
っ
て
来
た
。
こ
こ
で
は
、
宇
都
宮
ま
で
は

何
を
し
た
っ
て
安

全
で
し
か
な
い
と
い
ふ
気
が
す
る
」
と
〈
わ
た
し
〉
に
語
り
か
け
て
く
る
。
帯
子
と
三
治
は
「
全
然
予
定
な
し
」
に
伊
豆
を
狭
し
と
駆
け
巡

る

い
わ
ば
無
目
的
の
運
動
体
で
あ
り
、
行
為
の
純
粋
持
続
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

「
精
神
の
運
動
」
は
無
目
的
な
純
粋
性
を
内
包
し
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
運
動
領
域
は
創
作
世
界
に
求
め
ら

れ
よ
、7
。

だ
か
ら
こ
そ
、
純
粋
運
動
体
と
し
て
の
帯
子
と
三
治
の
持
続
も
流
行
歌
『
マ
ル
ス
』
の
流
れ
る
東
京
で
は
な
く
、
東
京
か
ら
数
度

の
乗
換
え
を
必
要
と
す
る
「
伊
豆
」
と
い
う
ト
ポ
ス
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
伊
豆
」
は
「
危
険
が
危
険
で
な
く
」

な
る
安
全
地
帯
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

わ
た
し
は
縁
台
に
か
け
て
ぼ
ん
や
り
煙
草
を
す
ひ
な
が
ら
、
先
刻
か
ら
何
か
を
感
じ
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
ゐ
た
。

（
中
略
）
あ
あ
、

季
節
。
た
し
か
に

い
ま
わ
た
し
が
浸
っ
て
ゐ
る
季
節
は
『
マ
ル
ス
』
の
そ
れ
で
は
な
い
の
だ
：
：
：



伊
豆
を
訪
れ
た
〈
わ
た
し
〉
が
浸
っ
て
い
る
季
節
は
む
ろ
ん
『
マ
ル
ス
』
の
そ
れ
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
京
で
は
カ
メ
ラ
を
手
放

す
こ
と
の
な
い
三
治
も
、
伊
豆
で
は
現
実
を
リ
ア
ル
に
写
し
取
る
カ
メ
ラ
を
放
棄
し
て
い
る
。

と
同
時
に
、
帯
子
と
三
治
の
運
動
を
と
ら
え

ょ
う
と
す
る
〈
わ
た
し
〉
に
は
望
遠
鏡
と
い
う
道
具
が
必
要
と
さ
れ
る
。

わ
た
し
は
望
遠
鏡
を
は
づ
し
た
。
す
る
と
、
空
に
べ
っ
た
り
フ
ジ
。
ま
た
望
遠
鏡
。
す
る
と
、
大
写
し
に
な
っ
た
三
治
の
顔
、
帯
子
の

顔
：
：
：
わ
た
し
は
自
の
や
り
場
に
い
ら
い
ら
し
て
、
望
遠
鏡
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
望
遠
鏡
の
は
た
し
て
い
る
機
能
は
重
要
で
あ
る
が
、

さ
し
あ
た
っ
て
確
認
す
べ
き
は
石
川
文
学
に
お
け
る
革
命
観
の
変
容
で
あ
ろ

、
「
ノ
。革

命
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
西
洋
の
本
に
い
ろ
い
ろ
と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
は
や
く
外
国
語
を
ま
な
ん
で
そ
れ
ら
の
本
を
よ
め

V

L

3

3

 

ト
ト
し
し

（
中
略
）
革
命
観
念
は
単
純
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
の
実
現
す
る
場
は
諸
関
係
が
ご
た
ご
た
す
る
ね
。
か
つ
て
革
命
経
験
を
も
た
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危な
険い
が「こ
十の
分国
にグ〉

あ（歴
る~史
。で

は

（
中
略
）か
な
ら
ず
多
量
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
人
民
の
流
血
に
も
係
ら
ず
、

お
そ
ら
く
結
果
に
於
て
流
産
の

戦
後
に
表
明
さ
れ
た

い
わ
ば
革
命
の
挫
折
宣
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
作
品
に
限
っ
て
い
え
ば
、そ
れ
ら
は
こ
う
し
た
革
命
観
に
至

る
過
程
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
『
履
霜
』
に
お
け
る
現
実
は
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
現
実
で
あ
っ
た
。

こ
の
街
が
近
代
都
市
の
顔
で
あ
る
た
め
に
は
、
ど
こ
か
釘
が
弛
ん
で
ゐ
る
や
う
な
気
が
す
る
ね
。
こ
れ
は
市
民
が
一
度
も
闘
っ
た
こ
と

の
な
い
街
な
ん
だ
。
曽
て
一
度
だ
っ
て
こ
こ
で
市
街
戦
が
行
は
れ
た
例
が
あ
る
か
。
上
野
の
戦
争
、
あ
れ
は
市
民
が
見
物
で
し
か
な
い

と
こ
ろ
の
消
防
の
出
初
式
だ
。

（
中
略
）
近
代
都
市
の
精
神
は
常
に
反
逆
の
精
神
だ
か
ら
ね
。
市
民
が
直
接
弾
丸
に
於
て
思
想
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
羽
目
に
身
を
置
い
て
み
る
こ
と
。

一
遍
は
身
に
泌
み
て
切
羽
つ
ま
っ
た
思
ひ
を
し
て
み
ろ
。



そ
の
一
方
で
は
「
国
民
の
大
多
数
が
み
づ
か
ら
動
き
出
す
契
機
を
つ
か
ま
な
い
時
、
文
学
者
が
ふ
ら
ふ
ら
駆
け
て
行
」
く
こ
と

（
日
）

も
な
い
。
「
国
民
の
中
か
ら
盛
り
上
っ
て
来
る
エ
ネ
ル
ギ
イ
は
文
学
者
自
身
の
エ
ネ
ル
ギ
イ
に
は
か
な
ら
ぬ
」
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、

，
－
、
も
，
－J
、

，
J

ナ
J
1
L

『
並
目

賢
』
に
お
け
る
〈
わ
た
し
〉

の
決
意
も
天
上
で
智
恵
を
司
る
文
殊
で
は
な
く
、
普
賢
菩
薩
の
ご
と
く
俗
世
に
遍
在
し
、
大
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
と
も
に
あ
る
「
此
世
」
の
「
転
倒
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
大
衆
も
い
ま
や
『
マ
ル
ス
』

の
季
節
の
中
で
個
性
を
剥
ぎ
取
ら
れ
、

「
い
づ
れ
も
理
髪
師
の
や
う
な
ぺ
ろ
り
と
し
た
顔
つ
き
」
で
帝
国
主
義
的
熱
狂
に
酔
う
一
群
と
化
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
〈
わ
た

し
〉
と
大
衆
と
の
事
離
が
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
し
た
が
っ
て

こ
う
し
た
状
況
下
に
お
け
る
帯
子
は
所
詮
現
実
か
ら
の
疎
外
体
で
し

、
4

、
‘
、
‘

n
v

，
刀
式d
し

い
わ
ば
、
帯
子
は
期
待
さ
れ
た
大
衆
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
帯
子
の
運
動
も
「
伊
豆
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
ト
ポ
ス

で
の
み
可
能
と
な
り
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
現
実
へ
の
対
決
姿
勢
を
保
っ
て
き
た
〈
わ
た
し
〉
は
そ
の
運
動
を
望
遠
鏡
を
通
し
て
し
か
と
ら
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
帯
子
の
運
動
領
域
を
相
対
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
性
を
背
負
っ
て
、
そ
れ
で
も
な
お
書
く
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と
い
う
行
為
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
と
き
、
個
と
し
て
し
か
現
実
に
立
ち
向
か
え
な
い
と
い
う
認
識
と
、
現
実
か
ら
隔
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
の
み

完
結
し
て
い
る
運
動
世
界
の
発
見
と
い
う
両
者
か
ら
目
を
背
け
た
い
、
自
の
や
り
場
に
困
惑
し
て
し
ま
う
と
い
う
苛
立
ち
が
、
望
遠
鏡
を
媒

介
と
し
て
〈
わ
た
し
〉
を
襲
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
〈
わ
た
し
〉
が
「
マ
ル
ス
』
の
季
節
の
中
で
沈
黙
せ
ず
に
書
く
行
為
を
営

ん
で
ゆ
く
た
め
に
は
、
「
精
神
の
運
動
」
を
可
能
に
す
る
場
を
個
的
に
定
め
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
〈
わ
た
し
〉
が
帯
子
の
世
界
へ
参
入
し
て

し
か
し

こ
う
し
た
孤
独
な
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
、

ゆ
く
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。
『
マ
ル
ス
の
歌
』
は
『
佳
人
』
以
来
の
〈
わ
た
し
〉
が
追
い
求
め
て
き
た
「
小
説
」
へ
の
執
念
と
、
ゆ
き

づ
ま
っ
た
時
代
の
中
で
書
き
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
諦
念
と
の
交
錯
、
ジ
レ
ン
マ
｜
｜
圭
目
く
こ
と
へ
の
模
索
が
意
識

化
き
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
だ
ろ
う
。



[6
]

わ
た
し
は
い
く
さ
の
あ
ひ
だ
、
国
外
脱
出
が
む
つ
か
し
い
の
で
、

し
ば
ら
く
国
産
品
で
生
活
を
ま
か
な
っ
て
、
江
戸
に
留
学
す
る
こ
と

に
し
た
。

そ
し
て
、

明
和
か
ら
文
化
に
至
る
何
十
年
に
日
本
の
近
代
と
い
ふ
も
の
を
発
見
し
た
よ
。

「
江
戸
に
留
学
す
る
」
こ
と
で
「
い
く
さ
の
あ
ひ
だ
」
の
姿
勢
を
定
め
た
と
い
う
「
乱
世
雑
談
』
（
昭
お
・
8

）
か
ら
し
ば
し
ば
引
か
れ
る

一
節
で
あ
る
。
確
か
に
、
〈
わ
た
し
〉
も
「
伊
豆
」
（
帯
子
の
世
界
）
に
赴
く
途
中
、

一
種
の
通
行
手
形
と
し
て
狂
詩
の
本
を
ひ
ら
い
て
い

る
。
む
ろ
ん
〈
わ
た
し
〉
に
と
っ
て
の
ご
番
い
い
と
こ
ろ
」
が
「
小
説
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『
マ
ル
ス
』

の
季
節
に
あ
っ
て
は
「
二
番
目
の
才
能
で
花
を
撒
き
散
ら
」
し
、
「
作
者
の
正
体
」
を
く
ら
ま
せ
る
術
、
す
な
わ
ち
地
上
の
現
実
か
ら
姿
を

36-

消
し
て
仮
構
き
れ
た
世
界
に
己
の
存
在
を
求
め
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
っ
た
。
野
口
武
彦
は
こ
の
場
面
を
石
川
作
品
が
萄
山
人
と
避
遁
す
る
最

（
口
）

初
の
く
だ
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
直
面
す
る
時
代
に
あ
っ
て
「
小
説
と
縁
が
遠
く
な
っ
て
」
し
ま
う
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
帯
子
の

世
界
に
通
ず
る
萄
山
人
の
処
世
術
を
己
の
姿
勢
と
し
て
獲
得
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
」
う
し
た
「
い
く
き
の
あ

ひ
だ
」
に
お
け
る
萄
山
人
へ
の
傾
倒
は
、
戦
後
に
な
っ
て
や
や
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
た
し
は
萄
山
を
褒
め
あ
げ
る
こ
と
に
や
っ
ぱ
り
性
急
す
ぎ
た
。

（
日
）

れ
な
い
や
う
に
見
え
る
。

（
中
略
）わ
た
し
は
ど
う
し
て
か
う
萄
山
に
凝
っ
た
の
か
、
気
が
知

（
叩
）

敗
戦
と
い
う
、
革
命
に
と
っ
て
「
千
載
一
遇
の
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
」
を
逸
し
て
か
ら
の
石
川
作
品
に
は
、
俳
譜
を
む
し
ろ
推
進
力
に
初
期

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
革
命
観
が
独
自
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
。
本
稿
は
い
ま
そ
こ
に
詳
し
く
触
れ
て
い
る
余
裕
は
な
い
が
、た
と
え
ば
初
期

作
品
に
お
け
る
一
般
化
さ
れ
得
な
い
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
特
質
に
、

石
川
文
学
の
新
た
な
構
造
研
究
の
一
端
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と



考
え
て
い
る
。

、
王

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

小
田
切
秀
雄
『
私
の
見
た
昭
和
の
思
想
と
文
学
の
五
十
年
』
（
昭
臼
・
3

集
英
社
）

鈴
木
貞
美
『
「
履
霜
」
・
「
マ
ル
ス
の
歌
」
他
二
篇
』
（
「
文
学
論
藻
」
平

1

・
2

）

平
野
謙
『
解
説
』
（
「
昭
和
名
作
選
集
普
賢
」
昭
幻
・
ロ
新
潮
社
）

『
短
篇
小
説
の
構
成
』
（
昭
日
・3
）

野
口
武
彦
『
石
川
淳
論
』
（
昭
叫
・
2

筑
摩
書
房
）

吉
田
精
一
「
石
川
淳
と
天
明
狂
歌
』
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭

M
・
5

）
、
青
柳
達
雄

院
）
等
。

『
座
談
会
芸
術
・
東
と
西
』
（
「
新
日
本
文
学
」
昭
幻
・
ロ
）

折
口
信
夫
『
大
嘗
祭
の
本
義
』
（
「
国
学
院
雑
誌
」
昭3
－

m
）

石
川
淳
は
古
事
記
へ
の
関
心
か
ら
『
新
釈
古
事
記
』
（
昭
お
・
5

）
に
お
い
て
現
代
語
訳
を
試
み
て
い
る
。

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
三
』
（
昭
臼
・
8

平
凡
社
）

石
川
淳
の
「
精
神
の
運
動
」
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
等
で
く
り
返
し
言
及
が
な
き
れ
て
き
た
。

の
内
実
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

『
革
命
と
は
何
か
』
（
昭
お
・8
）

前
掲
（
日
）
参
照
。

前
掲
（
ロ
）
参
照
。

「
文
学
の
今
日
』
（
昭
日
・1
）

こ
の
意
味
に
お
い
て
水
族
館
の
食
堂
で
〈
わ
た
し
〉
が
置
か
れ
て
い
る
立
場
は
興
味
深
い
。

野
口
武
彦
『
江
戸
文
学
の
詩
と
真
実
』
（
昭
必
・
5

中
央
公
論
社
）

『
石
川
淳
の
文
学
』
（
昭
日
・8

(7
) 

(8
) 

(9
) 

（
叩
）

（
日
）

「
短
篇
小
説
の
構
成
』

（
ロ
）

（
日
）

(M
) 

（
日
）

（
日
）

（
口
）

（
昭
日
・3
）

笠
間
書

-37-

に
は
そ
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『
戦
中
遺
文
』
（
昭
お
・5

前
掲
（
ロ
）
参
照
。

付
記本

文
中
の
引
用
は
す
べ
て
「
石
川
淳
全
集
」
（
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。
表
記
は
原
則
と
し
て
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
、

た

ふ
り
が
な
を
省
略
し

-38-


