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芥
川
龍
之
介

王子A
両岡

「
庭
」

｜
｜
カ
オ
ス
と
し
て
の
庭
｜
｜

副
田

「
創
造
者
」
と
し
て
の
「
次
男
」

賢

「
庭
」
（
『
中
央
公
論
」
大
十
一
・
七
）
の
発
表
当
時
、
藤
森
淳
三
は
「
不
可
坑
的
な
自
然
の
推
移
、
時
代
の
変
還
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
恐

ろ
し
い
位
迫
っ
て
来
る
」
と
評
価
し
、
「
人
間
と
い
ふ
も
の
が
更
に
更
に
弱
小
で
あ
り
、
運
命
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
も
深

(I
) 

く
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
無
難
な
評
価
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、
「
庭
」
を
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
中
で
目
立
た
な
い

も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
と
異
な
る
も
の
に
宇
野
浩
二
の
批
評
が
あ
る
。
宇
野
は
「
庭
」
を
「
晩
年
の
、
「
春
の
夜
」
、

鶴
山
房
』
、
と
い
う
一
列
の
作
品
の
一
ば
ん
初
め
の
物
」
と
捉
え
、
「
注
目
す
べ
き
小
説
」
と
し
て
い
る
。
更
に
そ
の
「
殆
ど
一
句
一
行
も
無

(2
) 

駄
な
し
に
、
含
み
の
あ
る
簡
潔
な
文
章
」
か
ら
は
「
鬼
気
」
に
近
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
宇
野
は
そ
の
よ
う
な
賛
辞
を
、

「
庭
」

へ
の
当
時
の
高
評
に
対
す
る
反
措
定
だ
と
述
べ
て
も
い
る
の
だ
が
、

の
翌
月
発
表
さ
れ
た
「
六
の
宮
の
姫
君
」

「
庭
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
庭
が
荒
廃
し
て
ゆ
く
描
写
に
つ
い
て
宇
野
は
「
こ
う
い
う
事
を
、 そ

れ
で
も
宇
野
が

（
こ
の
よ
う
な
薄
気
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味
の
わ
る
い
事
を
、
）
書
い
た
作
者
（
芥
川
）の
気
も
ち
を
、
考
え
て
、
頚
を
ひ
ね
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
面
に
注
目

し
た
批
評
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
表
現
的
な
過
剰
さ
を
苧
ん
だ
「
庭
」

の
意
義
を
、
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
庭
」
は
、
「
何
か
人
間
を
不
安
に
す
る
、
野
蛮
な
力
」
が
迫
る
「
荒
廃
」
し
た
庭
を
「
次
男
」
が
元
に
戻
そ
う
と
す
る
物
語
で
あ
り
、

の
明
ら
か
に
象
徴
的
な
構
図
に
は
、
当
時
の
芥
川
の
意
識
の
在
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
何
か
人

聞
を
不
安
に
す
る
、
野
蛮
な
力
」
の
接
近
も
、
大
正
八
1

十
年
頃
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
る
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
自
己
を
圧
倒
的
に
相

対
化
し
て
し
ま
う
そ
の
よ
う
な
〈
外
部
〉
的
存
在
の
顕
現
に
対
す
る
自
己
確
立
志
向
、
或
い
は
そ
れ
へ
の
抵
抗
の
意
志
が
、次
男
の
庭
作
り

の
姿
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
実
際
「
母
」
（
『
中
央
公
論
』
大
十
・
九
）
で
は
、
我
が
子
の
死
後
、
隣
人
の
子
の
死
を
「
嬉
し
い
」

と
思
っ
て
し
ま
う
妻
「
敏
子
」
の
「
荒
荒
し
い
力
」
が
こ
も
っ
た
声
に
対
し
、
「
何
か
人
力
に
及
ば
な
い
も
の
が
、
厳
然
と
前
へ
で
も
塞
が

っ
た
や
う
に
」
「
何
と
も
そ
の
間
に
答
へ
な
か
っ
た
」
夫
の
姿
が
示
さ
れ
る
。
「
庭
」
に
も
こ
の
「
人
力
に
及
ば
な
い
も
の
」
を
め
ぐ
る
問
題

が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
神
田
由
美
子
氏
は
「
庭
」

何
と
か
立
て
直
そ
う
と
す
る
芥
川
の
、

の
次
男
を
「
血
縁
の
無
理
解
に
悩
み
つ
つ
、

(3
) 

切
実
な
自
画
像
」
と
し
て
い
る
が
、

そ
れ
を

ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
た
自
身
の
文
学
を

こ
の
庭
の
荒
廃
は
当
時
の
芥
川
の
内
的
状
況
で
あ
り

再
建
し
よ
う
と
す
る
能
動
的
意
志
が
次
男
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
と
一
応
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
そ
の
よ
う
な
粗
雑
な
作
家
論
的
把
握
か
ら
は
常
に
具
体
性
が
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
。
神
田
氏
は
な
ぜ
そ
の
「
ス
ラ
ン
プ
」
が
「
何

か
人
間
を
不
安
に
す
る
、
野
蛮
な
力
」
に
侵
さ
れ
荒
廃
す
る
庭
と
し
て
表
象
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
最
も
重
要
な
点
に
関
し
て

は
、
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
問
題
な
の
は

そ
し
て
次
男
が
庭
を
「
も
と
の
や
う

こ
の
庭
の
「
荒
廃
」
と
は
一
体
何
を
表
象
す
る
の
か
、

に
」
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
な
位
相
に
お
い
て
意
味
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
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ま
ず
、
庭
の
再
建
を
試
み
る
次
男
の
問
題
が
あ
る
。
清
水
康
次
氏
は
、
「
庭
」
で
は
「
庭
の
荒
廃
と
、
老
人
の
死
と
が
、
何
の
説
明
も
な

く
結
び
合
わ
さ
れ
る
。
背
景
と
人
物
と
が
、
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
連
動
し
、
区
別
が
さ
れ
て
い
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。そ
こ
で
人
物

は
「
荒
廃
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
し
か
、
具
体
化
さ
れ
な
い
」

の
で
あ
り
、
「
常
に
、
荒
廃
が
作
品
を
満
た
し
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
「
確
固
た
る
〈
存
在
〉
を
求
め
て
い
た
、
当
初
の
芥
川
の
願
望
か
ら
見
れ
ば
、
全
く
の
逆
行
で
あ
る
」
が
、
そ
の
人
物
の
希
薄
化
、

均
質
化
自
体
が
「
形
象
と
し
て
は
、
時
代
や
状
況
の
象
徴
的
な
表
現
と
な
り
え
て
い
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
表
現
レ
ベ
ル
で
「
庭
」
を
論

じ
た
数
少
な
い
論
考
で
そ
の
指
摘
も
示
唆
的
な
の
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
へ
の
意
味
付
け
が
余
り
に
も
「
人
間
存
在
の
虚
無
の
象
徴
」
的
に
色
付

け
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
こ
の
読
み
も
ま
た
藤
森
淳
三
的
読
み
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
清
水
氏
は
次
男
を

「
荒
廃
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
、
読
者
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
て
く
る
」
と
す
る
が
、そ
の
固
有
性
は
本
格
的
に
検
討
き
れ
て
い
な
い
。
確
か

に
「
庭
」
に
は
「
と
ど
め
る
こ
と
の
か
な
わ
な
い
流
れ
」
（
清
水
）
と
し
て
の
「
荒
廃
」
化
の
風
景
（
或
い
は
無
常
観
的
風
景
）
が
あ
る
の
だ

が
、
そ
の
次
男
像
と
庭
の
形
象
の
内
に
は
、
よ
り
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
が
苧
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宇
野
の
言
う
「
薄
気

味
の
わ
る
」
き
と
し
て
の
過
剰
き
は
、
無
常
観
に
基
づ
く
象
徴
的
風
景
と
い
う
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
像
に
は
還
元
し
切
れ
な
い
よ
う
に
思
え

る
次
男
は
放
蕩
の
末
駆
落
ち
し
、
十
年
後
に
帰
っ
た
後
も
「
悪
疾
の
あ
る
体
」
を
横
た
え
、
「
父
や
兄
の
位
牌
」
が
見
え
ぬ
よ
う
「
仏
壇
の

障
子
を
し
め
切
」
り
「
昼
で
も
大
抵
は
う
と
う
と
し
て
」

母
の
唄
う
「
二
三
十
年
以
前
の
流
行
唄
」

い
る
だ
け
の
「
無
用
者
」
な
の
だ
が
、

を
聞
き
「
妙
な
眼
を
輝
か
せ
」
、
庭
作
り
を
始
め
る
。
無
用
者
的
人
物
が
何
か
を
契
機
に
し
て
唐
突
に
行
動
化
す
る
、こ
の
庭
作
り
ま
で
の

過
程
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
勿
論
次
男
は
「
敵
の
大
玉
身
に
受
け
て
、
是
非
も
な
や
、
惜
し
き
命
を
豊
橋
に
、
草
葉
の
露
と
消
え
ぬ

と
も
、
末
世
末
代
名
は
残
る
」
と
い
う
母
の
唄
を
聞
き
庭
作
り
を
始
め
て
お
り
、
そ
こ
に
「
末
世
末
代
名
は
残
る
」
こ
と
へ
の
功
利
欲
が
あ

(339) -50-



っ
た
の
も
確
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
そ
こ
に
は
ま
ず
行
動
化
へ
の
志
向
が
あ

だ
が
そ
こ
で
何
故
庭
作
り
な
の
か
は
最
後
ま
で
説
明
さ
れ
な
い
。

っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
行
動
の
対
象
選
択
に
関
し
て
は
理
由
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
合
理
的
根
拠
が
薄
い
こ
の
よ
う
な
唐
突
な
行
動
化
の
か

い
わ
ゆ
る
「
物
く
さ
太
郎
」
的
定
型
像
を
反
映
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
佐
竹
昭
広
氏
は
中
世
の
御
伽
草
子
の
「
物

(5
) 

く
き
太
郎
」
像
の
内
に
、
従
来
の
馬
鹿
聾
話
的
な
民
話
類
型
か
ら
逸
脱
す
る
新
た
な
活
動
性
の
顕
現
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
竹
氏
は
寝
て
ば

た
ち
は

か
り
い
た
主
人
公
が
上
京
を
契
機
に
突
然
積
極
性
を
発
揮
し
、
見
事
出
世
を
果
た
す
そ
の
在
り
方
に
「
み
ず
か
ら
の
実
力
で
経
済
的
社
会
的

上
昇
を
か
ち
と
っ
て
来
た
、

の
「
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
l

」
を
見
出
し
て
い
る
。
勿
論
「
庭
」
の
次
男
に
は
佐

た
く
ま
し
い
中
世
庶
民
階
級
」

竹
氏
の
言
う
「
の
き
」
的
な
性
格
的
深
き
も
な
く
、
そ
の
活
動
性
も
立
身
出
世
を
粛
す
訳
で
は
な
い
。

だ
が
そ
の
沈
滞
か
ら
の
突
然
の
活
動

レ
U
十
品
、

,411u 

そ
の
よ
う
な
定
型
像
か
ら
の
反
映
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
不
自
然
だ
と
も
思
え
る
。
実
際
「
物
く
さ
太
郎
」
本
文
に
お
い
て
も
、
能
動

化
以
前
の
「
物
く
さ
太
郎
」
は
、
庭
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
夢
想
を
し
て
い
た
。

た
ゾ
し
名
こ
そ
物
く
さ
太
郎
と
申
せ
ど
も
、
家
づ
く
り
の
あ
り
さ
ま
、
人
に
す
ぐ
れ
て
め
で
た
く
ぞ
侍
り
け
る
。
四
面
四
町
に
築
地
を

っ
き
、
コ
一
方
に
門
を
立
、
東
西
南
北
に
池
を
掘
、
嶋
を
つ
き
、
松
杉
を
植
へ
、
島
よ
り
陸
地
へ
そ
り
橋
を
か
け
高
欄
に
擬
賓
珠
を
み
が

き
、
ま
こ
と
に
結
構
世
に
こ
え
た
り
。
十
二
聞
の
遠
侍
、

九
聞
の
渡
り
廊
下
、
釣
殿
細
殿
梅
壷
、
桐
壷
簸
が
査
に
い
た
る
迄
、百
種
の

花
を
植
へ
、
主
殿
十
二
聞
に
つ
く
り
、
檎
皮
葺
に
葺
か
せ
、
錦
を
も
っ
て
天
井
を
は
り
、
桁
う
っ
ぱ
り
、

た
る
木
の
組
入
（
れ
）
に

は
、
銀
金
を
金
物
に
う
ち
、
理
唱
の
御
簾
を
か
け
、

馬
屋
侍
所
に
い
た
る
迄
、
ゅ
、
し
く
つ
く
り
立
て
居
ば
や
と
、
心
に
は
思
へ
共
、

い
ろ
／
＼
事
足
ら
ね
ば

た
、
す
竹
を
四
本
立
て
こ
も
を
か
け
て
ぞ
居
た
り
け
る
。
雨
の
降
る
に
も
、

日
の
照
に
も
、
な
ら
は
ぬ
住
居

し
て
居
た
り
。

（
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
犯
『
御
伽
草
子
』
の
本
文
に
拠
る
）
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芥
川
に
は
「
物
臭
太
郎
」
（
仮
題
）
と
い
う
未
定
稿
が
あ
り
、
太
郎
が
「
信
濃
の
国
司
」
に
団
子
を
と
っ
て
く
れ
と
頼
む
場
面
が
戯
曲
的
に

描
か
れ
て
い
る
。
芥
川
の
手
帳
に
も
「
物
臭
太
郎
。

1

女
子
2

金
持
3

芸
術
4

学
問
（
算
の
道
）
5

超
自
然
6

小
人
島
（
政
治
）
」
と
の
書
入

れ
が
あ
り
、
芥
川
が
御
伽
草
子
の
「
物
く
さ
太
郎
」
を
読
ん
で
い
た
の
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
庭
」
で
は
立
身
出
世
で
は
な
く
、
庭
作

り
と
い
う
創
造
が
行
動
の
目
的
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
面
を
考
慮
す
る
と
、や
は
り
次
男
に
能
動
性
を
見
出
す

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
盲
目
的
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
そ
こ
で
「
庭
」
は
確
か
に
「
浮
き
上
っ
て
来
た
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
秋
が
来
た
時
に
は
、
草
や
木
の
族
が
っ
た
中
か
ら
、
牒
げ
に
庭
も
浮
き
上
っ
て
来
た
。
勿
論
昔
に
比
べ
れ
ば
、
栖
鶴
軒
も

見
え
な
か
っ
た
し
、
瀧
の
水
も
落
ち
て
は
ゐ
な
か
っ
た
。

い
や
、
名
高
い
庭
師
の
造
っ
た
、
優
美
な
昔
の
趣
は
、
殆
ど
何
処
に
も
見
え

な
か
っ
た
。

し
か
し
「
庭
」
は
其
処
に
あ
っ
た
。
池
は
も
う
一
度
澄
ん
だ
水
に
、
円
い
築
山
を
映
し
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
が
、
庭
が
出

来
る
と
同
時
に

次
男
は
床
に
つ
き
切
り
に
な
っ
た
。

こ
の
鈎
括
弧
に
括
ら
れ
た
「
庭
」
は
、
「
名
高
い
庭
師
の
造
っ
た
」
庭
、つ
ま
り
制
度
的
に
「
美
」
と
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
か
た
ち
か
ら

逸
脱
す
る
も
の
を
苧
ん
だ
「
庭
」
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
も
「
創
造
者
」
と
し
て
の
固
有
性
が
こ
の
次
男
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
そ
の
「
創
造
」
自
体
は
一
般
的
な
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
庭
の
再
建
を
思
い
立
っ
た
当
初
は
「
殆
ど
幻
の
や
う
に

昔
の
庭
を
見
る
事
が
出
来
た
」
が
、
次
第
に
「
細
か
い
部
分
の
記
憶
に
な
る
と
、
は
っ
き
り
し
た
事
は
わ
か
ら
な
」
く
な
り
、
最
後
に
は
頭

が
混
乱
し
て
「
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
」
う
。
大
正
六
年
の
「
戯
作
三
味
」
で
の
「
王
者
の
や
う
な
眼
」
を
持
ち
「
悦
惚
た
る
悲
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壮
の
感
激
」
に
満
ち
た
創
造
者
像
と
は
遠
く
か
け
離
れ
た
こ
の
次
男
は
、
意
識
的
な
構
造
化
志
向
を
殆
ど
持
た
な
い
状
態
で
逆
説
的
に
「
創

造
」
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
「
創
造
」
は
、
次
男
の
よ
う
な
周
縁
的
存
在
の
み
に
可
能
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
「
庭
」
に
、

い
わ
ば
異
端
的
創
造
者

文
政
か
ら
明
治
中
期
ま
で
の
時
代
を
生
き
た
「
乞
食
宗
匠
の
井
月
」
と
い
う
、

空
谷
書
房
）
刊
行
に
関
わ
り
政
文
も
書
い
た
芥
川
に

が
点
描
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
下
島
勲
編
『
井
月
の
句
集
』
（
大
十
・
十

(6
) 

と
っ
て
、
井
月
は
「
い
か
に
も
彼
岸
的
」
な
創
造
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
井
月
を
点
描
し
た
こ
と
か
ら
も
、
「
庭
」
が
「
創
造
」
を
め

ぐ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。
井
月
と
次
男
が
同
質
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
こ
で
理
念
化
き
れ
た
「
創
造

者
」
が
、
目
的
的
に
主
体
的
自
己
実
現
を
目
指
す
「
近
代
」
的
創
造
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

勿
論
、
単
純
に
見
れ
ば
次
男
の
行
為
は
全
く
無
意
味
で
あ
り
、
そ
の
庭
作
り
も
当
初
は
功
利
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
笠
井
秋
生
氏
は
次
男

そ
の
庭
作
り
を
「
没
落
の
感
傷
か
ら
着
手
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
追
憶
の
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る

(7
) 

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
断
じ
て
い
る
。
だ
が
テ
ク
ス
ト
の
記
述
か
ら
は
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
否
定
性
は
窺
え
な
い
。

を
否
定
的
に
捉
え
、

そ
の
秋
の
末
、
次
男
は
誰
も
気
づ
か
な
い
内
に
、
何
時
か
白
山
を
引
き
と
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
を
見
つ
け
た
の
は
廉
一
だ
っ
た
。
彼
は
大

声
を
挙
げ
な
が
ら
、
縁
続
き
の
離
れ
へ
走
っ
て
行
っ
た
。

一
家
は
直
に
死
人
の
ま
は
り
へ
、
驚
い
た
顔
を
集
め
て
ゐ
た
。
「
見
ま
し
ょ
。

兄
様
は
笑
っ
て
ゐ
る
や
う
だ
に
。
」
l

三
男
は
母
を
ふ
り
返
っ
た
。
「
お
や
、
今
日
は
仏
様
の
障
子
が
明
い
て
ゐ
る
。
」
｜
三
男
の
妻
は

死
人
を
見
ず
に
、
大
き
い
仏
壇
を
気
に
し
て
ゐ
た
。

こ
の
笑
み
は
自
己
満
足
の
現
れ
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
「
仏
壇
の
障
子
」
が
そ
の
時
「
明
い
て
ゐ
」
た
こ
と
で
あ
る
。
次
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男
が
最
期
に
開
け
た
と
考
え
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
が
、

や
は
り
そ
れ
は
次
男
が
成
就
さ
せ
た
超
自
然
的
成
果
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

も
し
次
男
が
「
追
憶
の
世
界
に
生
き
て
い
る
」

の
な
ら
当
然
そ
こ
に
語
り
手
の
批
判
的
意
識
が
反
映
す
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
痕
跡
は
全
く

な
い
。
母
や
三
男
の
妻
も
「
同
情
が
な
」

い
の
は
確
か
だ
が
、
「
戯
作
三
昧
」
の
よ
う
に
次
男
を
積
極
的
に
相
対
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
あ

る
創
造
者
を
取
り
巻
く
無
理
解
な
人
々
と
い
う
構
図
は
「
戯
作
三
昧
」
と
同
じ
だ
が
、

そ
の
周
囲
と
の
関
係
性
の
質
は
全
く
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

次
男
は
結
局
死
ん
で
し
ま
う
が
、
逆
に
そ
の
死
こ
そ
が
一
種
の
恩
寵
（
現
実
的
創
造
主
体
の
消
去
と
そ
こ
に
残
さ
れ
た
確
か
な
「
も
の
」
）

あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
最
初
の
契
機
は
功
利
的
で
あ
る
が
、

次
第
に
そ
の
ベ
ク
ト
ル
は
現
実
的
目
的
性
か
ら
ず
れ
、
最
終
的
に
「
庭
」

は
昔
と
は
違
っ
た
あ
る
か
た
ち
で
実
現
さ
れ
る
。

そ
の
限
界
性
を
克
服
し
て
ゆ
く
よ
う
な
「
完
成
」

つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
自
己
を
拡
張
し
、

志
向
の
主
体
的
創
造
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
「
完
成
」
志
向
の
直
線
的
、
目
的
的
在
り
方
か
ら
は
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
よ
う
な
「
創

の
手
法
を
「
未
完
成
に
似
た
完
成
」
と
称
賛
し
た
芥
川
に
と
っ

造
」
の
か
た
ち
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」

て
、
「
完
成
」
を
目
指
す
主
体
的
創
造
者
と
い
う
旧
来
の
創
造
者
観
は
、
そ
こ
で
も
は
や
有
効
た
り
得
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
次
男
は
現
実
的
に
不
可
能
な
行
為
に
自
己
を
賭
け
た
結
果
、
そ
れ
を
実
現
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
芥
川
の
「
神
聖
な

愚
人
」
系
列
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
往
生
絵
巻
」
や
「
じ
ゅ
り
あ
の
・
吉
助
」
に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
行
動
の

契
機
は
功
利
的
、
目
的
的
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
そ
の
一
途
き
で
現
実
を
超
克
す
る
。
「
庭
」

で
も
そ
の
超
克
の
か
す
か
な
痕
跡
が
、
「
仏

様
の
障
子
が
明
い
て
ゐ
る
」
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
制
度
化
さ
れ
た
芥
川
研
究
の
内
で
「
芥
川
的
」
と
特
権

化
さ
れ
た
そ
の
よ
う
な
像
に
次
男
を
強
い
て
当
て
は
め
る
こ
と
自
体
、
も
は
や
生
産
的
た
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
次
男
の
内
に
「
近
代
」

的
創
作
観
を
超
克
し
得
る
よ
う
な
「
創
造
」
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
に
よ
り
則
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

(335) 
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そ
し
て
そ
の
次
男
の
可
能
性
は
、
笠
井
氏
が
「
『
庭
』
は
末
尾
の
文
章
の
前
で
終
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
切
り
捨
て
て
い
る
「
廉
二

後
日
談
か
ら
も
窺
え
る
。
笠
井
氏
の
よ
う
に
そ
れ
を
「
小
穴
隆
一
へ
の
挨
拶
」
な
ど
と
惰
性
的
に
意
味
付
け
る
の
は
論
外
で
あ
り
、
逆
に
そ

こ
に
お
い
て
「
庭
」
は
後
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
接
続
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
実
際
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
完
結
性
を
壊
す
の
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
、

そ
こ
に
次
男
の
唐
突
な
能
動
化
が
引
き
起
こ
し
た
テ
ク
ス
ト
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
い
わ
ば
「
解
放
口
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
次
男
の
庭
作
り
が
廉
一
の
支
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
次
男
の
懸
命
さ
が
廉
一
を
鼓
舞

す
る
為
で
は
な
く
、
次
男
の
「
創
造
」
と
、
現
在
「
油
画
を
描
き
続
け
て
ゐ
る
」
廉
一
の
創
造
と
が
質
的
に
通
底
し
て
い
る
為
な
の
で
あ

り
、
廉
一
は
消
去
さ
れ
た
次
男
の
「
創
造
」

の
痕
跡
を
再
ぴ
現
実
化
す
る
と
い
う
、
テ
ク
ス
ト
の
重
要
な
機
能
を
担
う
存
在
な
の
で
あ
る
。

だ
が
本
当
に
問
題
な
の
は
、
宇
野
の
言
う
「
鬼
気
」
の
内
実
で
あ
る
。
宇
野
が
「
（
こ
の
よ
う
な
薄
気
味
の
わ
る
い
事
を
、
）
書
い
た
作
者

（
芥
川
）
の
気
も
ち
を
、
考
え
て
、
頚
を
ひ
ね
る
」
と
述
べ
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
人
物
描
写
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
部
分
で
あ
る
。

庭
は
二
年
三
年
と
、
だ
ん
だ
ん
荒
廃
を
加
へ
て
行
っ
た
。
池
に
は
南
京
藻
が
浮
ぴ
始
め
、
植
込
み
に
は
枯
木
が
交
る
や
う
に
な
っ

た
。
そ
の
内
に
隠
居
の
老
人
は
、
或
日
干
り
の
烈
し
い
夏
、

脳
溢
血
の
為
に
頓
死
し
た
。
頓
死
す
る
四
五
日
前
、
彼
が
焼
酎
を
飲
ん
で
ゐ

る
と
、
池
の
向
う
に
あ
る
洗
心
亭
へ
、
白
い
装
束
を
し
た
公
卿
が
一
人
、
何
度
も
出
た
り
は
ひ
っ
た
り
し
て
ゐ
た
。
少
く
と
も
彼
に
は

昼
日
な
か
、
そ
ん
な
幻
が
見
え
た
の
だ
っ
た
。
翌
年
は
次
男
が
春
の
末
に
、
養
家
の
金
を
さ
ら
っ
た
な
り
、
酌
婦
と
一
し
ょ
に
駆
落
ち

を
し
た
。

そ
の
又
秋
に
は
長
男
の
妻
が
、
月
足
ら
ず
の
男
子
を
産
み
落
し
た
。

σ3 

-55-(334) 



こ
の
描
写
は
、
単
に
「
野
蛮
な
力
」
の
接
近
を
描
い
た
だ
け
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
何
故
こ
こ
で
「
隠
居
の
老
人
」
が
「
白
い
装
束
を

し
た
公
卿
」
の
「
幻
」
を
見
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
更
に
は
何
故
そ
れ
と
並
べ
て
「
月
足
ら
ず
の
男
子
」
、つ
ま
り
廉

一
が
「
産
み
落
」
さ
れ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
る
の
か
、
疑
問
が
執
劫
に
残
る
。
こ
の
庭
の
空
間
を
歴
史
的
「
美
」
の
衰
退
（
或
い
は
無
常
性

の
顕
現
）
の
場
と
し
て
一
元
化
す
る
に
は
、
余
り
に
も
過
剰
な
要
素
が
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

こ
の
庭
の
「
荒

廃
」
は
、
歴
史
的
な
「
美
」
の
減
退
と
し
て
一
一γ心
的
に
捉
え
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
過
去
の
歴
史
性
と
し
て
の
美
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
、

新
た
な
感
覚
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（
「
自
然
」
の
「
野
蛮
な
力
」
に
対
す
る
幻
覚
的
感
受
性
）と
混
請
し
、
カ
オ
ス
化
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
捉
え

た
方
が
適
当
で
あ
ろ
、7
0

そ
こ
で
は
同
時
に

こ
の
「
荒
廃
し
て
ゆ
く
庭
」
の
構
図
自
体
が
、
当
時
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
主
要
命
題
で
あ
っ

た
「
混
橘
」
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
上
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
神
神
の
微
笑
」
（
『
新
小
説
』
大
十
一
・
こ
は
、
日
本

の
風
土
と
外
来
の
「
神
神
」
と
の
混
橘
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、

そ
の
冒
頭
部
に
も
こ
の
よ
う
な
庭
の
光
景
が
示
さ
れ
る
。

庭
に
は
松
や
檎
の
間
に
、
韮
百
十
微
だ
の
、
撒
横
だ
の
、
月
桂
だ
の
、
西
洋
の
植
物
が
植
ゑ
で
あ
っ
た
。
殊
に
咲
き
始
め
た
菩
磁
の
花

は
、
木
木
を
幽
か
に
す
る
夕
明
り
の
中
に
、
薄
甘
い
匂
を
漂
は
せ
て
ゐ
た
。

そ
れ
は
こ
の
庭
の
静
寂
に
、
何
か
日
本
と
は
思
は
れ
な

い
、
不
可
思
議
な
魅
力
を
添
へ
る
や
う
だ
つ
た
。

こ
の
庭
は
何
ら
か
の
「
意
味
」
が
均
一
に
支
配
す
る
一
元
的
空
間
で
は
な
く
、
様
々
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
混
じ
り
合
い
、
全
体
の
総
合
性
が

不
明
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
、
奇
妙
な
カ
オ
ス
的
空
間
な
の
で
あ
る
。
「
神
神
の
微
笑
」
で
は
そ
の
混
靖
性
自
体
が
「
主
題
」
な
の
だ
が
、

「
庭
」
で
も
そ
の
よ
う
な
庭
の
カ
オ
ス
性
は
、
次
男
の
「
創
造
」
の
質
に
も
関
わ
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
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「
庭
」
に
お
け
る
「
荒
廃
」
す
る
庭
の
表
象
自
体
が
や
は
り
問
題
に
な
る
。
次
男
の
「
創
造
」
の
内
に
「
近
代
」
的
主
体
意
識
に
基
づ
く

「
完
成
」
志
向
的
創
造
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の

そ
れ
は
ど
の
地
点
か
ら
、

だ
ろ
、
っ
か
。

カ
オ
ス
と
し
て
の
庭
！
「
田
園
の
憂
穆
」へ
の
接
近
と
離
脱

真
夏
の
廃
園
は
茂
る
が
ま
ま
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
樹
は
、

そ
こ
か
ら
土
の
力
を
汲
み
上
げ
、
葉
を
彼
等
の
体
中
一
面
に
着
け
て
、

土
の
中
ふ
か
く
出
来
る
だ
け
根
を
張
っ
て
、

太
陽
の
光
を
思
ふ
存
分
に
吸
ひ
込
ん
で
居
る
の
で
あ
っ
た
｜
（
中
略
）
出
来
る
だ
け
多
く
太
陽
の
光
を
浴
び
て
、
己
を
大
き
く
す
る
た

牛
粋
き
合
っ
た
。

佐
藤
春ぶ
夫つ
「つ
田カ通
園り
VJ メ入
三耳 目

毒i (}_ 
十絡
：じみ
1 壬T
八ひ

め
に
、
彼
等
は
枝
を
突
き
延
し
た
。
互
に
各
の
意
志
を
遂
げ
て
居
る
間
に
、
各
の
枝
は
重
り
合
ひ
、

最
晩
年
の
芥
川
が
佐
藤
に
「
僕
は
自
分
の
文
学
的
生
涯
を
君
と
一
緒
に
踏
み
出
す
可
き
で
あ
っ
た
と
後
悔
し
て
ゐ
る
」
と
言
っ
た
話
は
有
名

だ
が
、
「
庭
」
に
お
け
る
庭
と
人
物
の
設
定
は
、
確
実
に
「
田
園
の
憂
欝
」
の
影
響
下
に
あ
る
。
田
園
地
帯
の
荒
廃
し
た
家
に
移
っ
て
き
た

「
彼
」
は
、
妻
に
「
庭
を
何
と
か
し
て
下
き
ら
な
け
や
あ
。
こ
ん
な
陰
気
な
の
は
い
や
！
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
庭
は
数
年
前
ま
で

隠
居
し
て
い
た
「
豪
家
N
家
の
老
主
人
」
が
若
い
妾
に
逃
げ
ら
れ
た
後
の
道
楽
と
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

彼
（
隠
居

は
花
の
咲
く
木
を
庭
へ
集
め
出
し
た
。
今
日
は
あ
の
木
を
こ
ち
ら
に
植
ゑ
変
へ
、
昨
日
は
別
の
庭
か
ら
こ
の
木

論
者
註
）
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を
自
分
の
庭
に
、
つ
つ
し
た
。
（
中
略
）
さ
う
し
て
、
彼
の
逃
げ
て
仕
舞
っ
た
妾
の
代
り
に
、
二
人
の
十
と
七
っ
と
の
孫
娘
を
、
自
分
の

左
右
に
眠
ら
せ
た
林
の
な
か
で

こ
の
花
つ
く
り
の
翁
は
眠
り
難
か
っ
た
。
彼
は
月
並
の
俳
諸
に
耽
り
出
し
た
。

隠
居
は
死
ん
だ

（
中
略
）
き
う
し
て
そ
の
家
は
、
彼
の
末
の
娘
と
共
に
村
の
小
学
校
長
の
も
の

そ
れ
か
ら
丁
度
一
年
経
っ
た
後
に
。

に
な
っ
た
。

（
中
略
）
す
る
と
抜
目
の
な
い
植
木
屋
が
あ
っ
て
、
算
術
の
四
則
に
は
長
け
て
居
り
、そ
れ
を
実
の
算
盤
に
応
用
す
る
こ

と
に
も
巧
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
美
に
就
て
は
如
何
な
る
種
類
の
そ
れ
に
も
一
向
無
頓
着
な
、
当
主
の
小
学
校
長
を
た
ぶ
ら
か
し

て
、
目
ぼ
し
い
庭
の
飾
り
は
皆
引
抜
い
て
行
っ
た
。

無
用
者
的
「
隠
居
」
が
最
後
の
道
楽
と
し
た
庭
は
、
植
木
屋
の
手
で
「
美
」
か
ら
「
実
」
的
な
も
の
に
変
え
ら
れ
、
破
壊
さ
れ
る
。そ
し
て

そ
の
「
廃
園
」
に
同
じ
く
無
用
者
的
な
彼
が
入
っ
て
く
る
。
「
庭
」の庭
を
め
ぐ
る
構
図
は
こ
の
「
田
園
の
憂
穆
」
の
構
図
と
非
常
に
近
く
、

「
小
学
校
長
」
や
隠
居
像
等
の
細
部
を
見
て
も
、そ
の
影
響
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
も
「
庭
」
の
次
男
が
「
追
憶
の
世
界
に
生
き

て
い
る
」
訳
で
は
な
い
こ
と
が
逆
照
射
さ
れ
る
。
「
田
園
の
憂
欝
」
の
彼
も
無
用
者
で
あ
り
社
会
か
ら
の
脱
落
者
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
否
定

性
と
し
て
の
み
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
柔
か
に
優
し
い
そ
れ
故
に
平
凡
な
自
然
の
な
か
へ
、
溶
け
込
ん
で
了
ひ

そ
こ
で
周
囲
の
事
象
に
過
敏
に
反
応
す
る
、
自
己
の
幻
覚
的
感
覚
の
放
持
き
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。
そ

（
日
）

の
よ
う
な
感
覚
の
描
写
自
体
は
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
の
周
縁
的
文
学
に
既
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
極
私
的
感
覚
の
奔

た
い
」
と
思
い
田
園
に
移
る
が
、

逸
こ
そ
が
、
「
田
園
の
憂
穆
」
が
示
し
た
新
た
な
表
現
の
可
能
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。そ
こ
に
お
い
て
彼
の
社
会
的
無
用

生
土
、

逆
に
彼
を
自
ら
の
感
覚
性
の
内
に
没
入
さ
せ
る
発
条
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
「
廃
園
」
を
見
て
こ
の
よ
う
に
感
じ

る

(331) -58-



併
し
、
凄
く
恐
ろ
し
い
感
じ
を
彼
に
与
へ
た
も
の
は
、
自
然
の
持
っ
て
居
る
こ
の
暴
力
的
な
意
志
で
は
な
か
っ
た
。
反
っ
て
、

乱
の
な
か
に
絶
え
絶
え
に
な
っ
て
残
っ
て
居
る
人
工
の
一
績
の
典
雅
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
或
る
意
志
の
幽
霊
で
あ
る
。
あ
の
抜
目
の
な

い
植
木
屋
が

こ
の
廃
園
か
ら
殆
ん
ど
そ
の
全
部
を
奪
ひ
去
っ
た
と
は
弓
一
一
口
へ
、
今
に
未
だ
遺
き
れ
て
居
る
も
の
の
な
か
に
も
、
確
に
、

故
人
の
花
つ
く
り
の
翁
の
道
楽
を
偲
ば
ず
に
は
置
か
な
い
も
の
が
一
つ
な
が
ら
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
自
然
の
力
も
、
未
だ
そ
れ
を
全

く
匿
し
去
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

彼
は
隠
居
が
作
っ
た
「
人
工
の
一
纏
の
典
雅
」
を
発
見
し
、
そ
こ
に
「
或
る
意
志
の
幽
霊
」
を
見
る
。
こ
こ
で
社
会
的
に
は
無
意
味
な
隠
居

の
創
造
が
彼
に
と
っ
て
は
意
味
を
持
ち
得
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
構
図
は
「
庭
」
で
は
次
男
と
廉
一
の
関
係
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
隠
居
的
在
り
方
も
「
庭
」

憂
穆
」
の
人
物
が
「
庭
」

そ
の
影
響
は
一
元
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
単
に
「
田
園
の

（
ロ
）

の
誰
々
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
独
自
の
異
常
な
る
感
覚
の
世
界
」
と
し
て
新
た
な
可
能
性
を

で
は
長
男
と
次
男
に
投
影
き
れ
て
お
り
、

見
出
さ
れ
て
い
た
「
田
園
の
憂
欝
」

の
表
現
空
間
が
、
「
庭
」
で
再
現
的
に
対
象
化
き
れ
た
と
言
っ
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
対
象

化
さ
れ
た
「
田
園
の
憂
欝
」
の
表
現
は
、
旧
来
の
庭
の
在
り
方
（
旧
来
の
歴
史
的
「
美
」
の
観
念
）
を
飲
み
込
み
、

そ
れ
を
超
克
し
て
ゆ
く
、

あ
る
新
た
な
運
動
と
し
て
の
表
現
の
か
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
部
の
少
し
後
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

故
人
の
遺
志
を
、
偉
大
な
そ
れ
で
あ
る
か

hり
し
て
時
に
は
残
忍
に
も
思
へ
る
自
然
と
運
命
と
の
力
が
、

ど
ん
な
風
に
ぐ
ん
ぐ
ん
破
壊
し

去
っ
た
か
を
見
よ
。

そ
れ
等
の
遺
さ
れ
た
木
は
、
庭
は
、
自
然
の
援
制
た
る
野
蛮
な
力
で
も
な
く
、

ま
た
人
工
の
ア
ア
テ
ィ
フ
ィ
シ
ヤ

」
の
混
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ル
な
形
式
で
も
な
か
っ
た
。
反
つ
て

こ
の
両
様
の
無
雑
作
な
不
統
一
な
混
合
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
彼
は
「
自
然
の
滋
測
た
る
野
蛮
な
力
」
と
「
人
工
の
ア
ア
テ
ィ
フ
ィ
シ
ヤ
ル
な
形
式
」
の
「
無
雑
作
な
不
統
一
な
混
合
」
を
見
る
の

で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
こ
そ
が
「
田
園
の
憂
穆
」

供
何
三
巴
円
。
ー
〉

の
「
美
」
の
〈
論
理
〉
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
回
閣
の
憂
穆
」
冒
頭
で

ω
。
ロ
m
w
wの
冒
頭
の
一
節
が
用
い
ら
れ
て
い
る

エ
ド
ガ
l

・
ア
ラ
ン
・
ポ
！
の
次
の
よ
う
な
庭
園
観
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
上
な
く
荒
々
し
い
荒
野
に
も
ー
な
ん
ら
人
工
を
交
え
な
い
、
野
趣
横
溢
の
景
色
に
も
！
造
物
主
の
巧
み
の
跡
は
明
ら
か
に
認
め
ら

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
全
能
の
神
の
設
計
と
い
う
観
念
を
一
段
引
き
下
げ
て
！
人
間
の
技
巧
と
い
う
観
念
と
調
和
し
一
致

（
中
略
）

す
る
よ
う
な
も
の
に
ま
で
引
き
お
ろ
し
て

l

神
と
人
聞
の
中
間
的
な
も
の
が
生
れ
た
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
風
景
が
あ
っ
て
、

れ
が
広
大
に
し
て
か
つ
限
界
性
を
有
し
｜
美
と
壮
大
き
と
目
新
し
き
を
兼
ね
備
え
て
い
て
、
そ
れ
が
、
人
間
と
は
深
く
つ
な
が
り
な
が

ら
や
は
り
一
段
上
の
、
何
か
超
人
間
的
存
在
の
配
慮
や
育
成
や
管
理
と
い
う
も
の
を
連
想
さ
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、そ
の
場
合
、
人
間

的
興
味
の
感
じ
は
失
わ
れ
な
い
で
い
て
、

し
か
も
そ
こ
に
見
ら
れ
る
人
工
は
、
中
間
的
な
第
二
の
自
然
と
い
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
な

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、

そ
れ
は
神
で
も
な
け
れ
ば
神
か
ら
生
じ
た
も
の
で
も
な
く
、

人
間
と
神
の
中
間
を
初
復
す
る
天
使
の
な

せ
る
業
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
一
種
の
自
然
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
ポl

「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」
〔EH，

F
。
口
。
B
m
江
口
え
〉

B
Z
－B
J
z
h
）
松
村
達
雄
訳

引
用
は
東
京
創
元
社
版
全
集
に
拠
る

理
想
的
な
芸
術
鑑
賞
者
「
エ
リ
ソ
ン
」
が
語
る
こ
の
よ
う
な
庭
園
観
と
「
田
園
の
憂
穆
」
の
そ
れ
と
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
佐
藤
同
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様
ポ
l

に
傾
倒
し
て
い
た
芥
川
が
、
そ
の
よ
う
な
「
田
園
の
憂
穆
」
の
表
現
に
深
く
感
応
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

だ
が
「
庭
」
の
次
男
の
「
創
造
」
は
、
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
質
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
再
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
決
し
て
「
白

然
の
滋
測
た
る
野
蛮
な
力
」
と
「
人
工
の
ア
ア
テ
ィ
フ
ィ
シ
ヤ
ル
な
形
式
」

の
内
に
見
出
さ
れ
た
新
た
な
「
美
」
に
基
づ
く
も

の
「
混
合
」

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
庭
を
「
も
と
の
や
う
に
」
し
よ
う
と
い
う
再
現
的
志
向
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
田
園
の
憂
欝
」

の
彼
は
「
廃
園
の
夏
に
見
入
つ
」
た
後
「
こ
の
凄
ま
じ
く
哀
れ
な
庭
の
中
を
木
か
げ
を
伝
う
て
、
歩
き
廻
」
り
「
蝉
の
脱
殻
」
を
見
つ
け

ヲh
v。

生
れ
出
す
も
の
に
は
、
虫
と
草
と
の
相
違
は
あ
り
な
が
ら
、
或
る
共
通
な
、
或
る
姿
が
そ
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
居
る
の
を
彼
は
見
た
。

自
然
そ
の
も
の
に
は
何
の
法
則
も
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
け
れ
ど
も
少
く
も
そ
れ
か
ら
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
法
則
を
、
自
分
の
好
き
な
や

つ
に
看
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
尚
ほ
熟
視
す
る
と

こ
の
虫
の
平
た
い
頭
の
丁
度
真
中
あ
た
り
に
、
極
く
微
小
な

玉
色
で

そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
燦
然
た
る
何
も
の
か
ゾ

い
み
じ
く
も
纏
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
宝
玉
的
な
何
も
の
か

は
、
科
学
の
上
で
は
何
で
あ
る
か
（
単
眼
と
い
ふ
も
の
で
で
も
あ
ら
う
）
彼
は
そ
れ
に
就
て
知
る
べ
く
も
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
美

し
さ
に
就
て
は
、
彼
自
身
こ
そ
他
の
何
人
よ
り
知
っ
て
ゐ
る
と
思
っ
た
。

そ
の
美
し
き
は
こ
の
小
き
な
と
る
に
も
足
ら
ぬ
虫
の
誕
生

を
、
彼
を
し
て
神
聖
な
も
の
に
感
じ
き
せ
、
礼
拝
さ
せ
る
た
め
に
は
、
就
中
、
非
常
に
有
力
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
彼
は
「
彼
を
し
て
神
聖
な
も
の
に
感
じ
き
せ
、
礼
拝
さ
せ
る
」
も
の
を
探
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
そ
の
場
に
あ
る
も
の
全
て
が
彼
の

-61-
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「
奇
妙
な
祈
梼
」
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
。
「
美
し
き
」
を
愛
玩
す
る
こ
の
よ
う
な
特
権
性
に
お
い
て
そ
の
箱
庭
的

の
空
間
は
構
築
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
「
田
園
の
憂
穆
」
の
新
し
さ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
だ
が
次
男
の
庭
作
り
の

(327) 

美意
味
は
「
殆
ど
幻
の
や
う
」
な
昔
の
庭
の
イ
マ

l

ジ
ュ
を
な
ぞ
り
、
再
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
そ
こ
に
は
「
人
工
の
ア
ア
テ
ィ
フ

ィ
シ
ヤ
ル
な
形
式
」
の
内
実
に
遡
行
し
、
そ
の
歴
史
性
に
対
峠
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
田
園
の
憂
穆
」
に
は
「
故

人
の
遺
志
を
、
偉
大
な
そ
れ
で
あ
る
か
〉
わ
し
て
時
に
は
残
忍
に
も
思
へ
る
自
然
と
運
命
と
の
力
が
、どん
な
風
に
ぐ
ん
ぐ
ん
破
壊
し
去
っ
た

か
を
見
よ
」
と
い
っ
た
、
通
常
の
語
り
手
の
報
告
者
的
位
置
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
パ
セ
テ
ィ
ッ
ク
な
口
調
が
時
に
露
出
す
る
が
、そ
こ
に

は
「
自
然
」
の
「
野
蛮
な
力
」
を
賛
美
す
る
鑑
賞
者
的
姿
勢
が
あ
る
。
「
自
然
」の
神
秘
は
彼
の
詩
的
思
惟
を
補
完
す
る
要
素
で
あ
り
、
そ

こ
で
見
出
さ
れ
る
「
両
様
の
無
雑
作
な
不
統
一
な
混
合
」
の
空
間
は
、

そ
れ
自
体
完
結
し
た
「
美
」
の
空
間
と
し
て
一
不
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
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「
人
工
の
ア
ア
テ
ィ
フ
ィ
シ
ヤ
ル
な
形
式
」
と
し
て
の
庭
の
歴
史
性
へ
の
意
識
は
完
全
に
欠
落
し
て
お
り
、
逆
に
そ
の
欠
落
（
「
自
然
」
が
庭

を
侵
食
す
る
光
景
を
た
だ
「
眺
め
る
」
こ
と
）
こ
そ
が
「
詩
的
」
き
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
「
庭
」
で
の
昔
の
庭
へ
の
次
男
の
志
向
は
「
野
蛮
な
力
」
に
桔
抗
す
る
強
度
を
持
っ
て
お
り
、

そ
れ
故
に
彼
は
過
去
の
死
者
た
ち
の

系
列
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
仏
壇
の
障
子
」
が
「
明
い
て
ゐ
」
た
こ
と
も
、
次
男
が
「
庭
を
め
ぐ
る
物
語
」
と
し
て
庭
の
歴
史
性

の
内
に
系
列
化
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
そ
の
「
創
造
」
は
、
庭
の
背
後
に
あ
る
巨
大
な
歴
史
性
、
系

つ
ま
り
自
ら
が
庭
の
歴
史
の
一
部
と
し
て

全
体
化
さ
れ
る
そ
の
瞬
間
に
定
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
自
身
「
佐
藤
春
夫
は
詩
人
な
り
、
何
よ
り
も
先
に
詩
人
な
り
」
と
そ
の
資
質

列
性
を
取
り
込
ん
で
ゆ
く
運
動
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
次
男
の
「
庭
」
は
そ
の
運
動
の
果
て
、

を
評
価
し
な
が
ら
も
、
「
唯
春
夫
氏
の
独
壇
場
は

ユ
ニ
イ
ク
な
だ
け
そ
れ
だ
け
狭
隆
だ
か
ら
未
来
の
氏
が
作
家
と
し
て
善
く
大
を
致
す
事

（
日
）

が
出
来
る
か
ど
う
か
、
疑
問
な
き
を
得
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
」
と
そ
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
佐
藤
的
表
現
空
間
の
対
象
化



は
同
時
に
そ
れ
へ
の
批
評
を
苧
む
も
の
で
あ
っ
た
。
「
庭
」
は
、
当
時
最
新
の
表
現
モl
ド
で
あ
っ
た
佐
藤
春
夫
的
表
現
を
内
部
に
抱
え
込

み
、
対
象
化
し
な
が
ら
も
、
そ
の
詩
的
な
白
閉
性
を
越
え
た
地
点
へ
と
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
佐
藤
的
方
法
、

そ
の
空
白
の
内
に
箱
庭
的
「
美
」
の
空
間
を
立
ち
上
げ
る
よ
う
な
方
法
と
は
異
な

（
日
）

る
、
「
創
造
」
を
め
ぐ
る
方
法
理
念
が
こ
こ
に
一
不
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
「
田
園
の
憂
穆
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、

り
対
象
の
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
一
旦
括
弧
に
括
り
、

「
庭
」の
「
典
拠
」
と
い
う
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
対
象
で
あ
る
に
留
ま
ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
そ
れ
は
取
り
込
ま
れ
つ
つ
も
批
評
的
に
対
象
化

さ
れ
て
ゆ
く

い
わ
ば
テ
ク
ス
ト
内
部
に
異
化
的
な
運
動
を
起
こ
す
触
媒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
方
法
意
識
は
、
先
述
し
た
井
月
の
問
題
か
ら
も
窺
え
る
。
芥
川
は
『
井
月
の
句
集
』
政
文
で
「
天
明
の
遺
音
は
既
に
絶
え
、

明
治
の
新
調
は
未
起
ら
な
か
っ
た
時
代
は
、
彼
に
も
薫
習
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
山
岳
の
高
き
を
云
ふ
も
の
は
、
最
高
峰
の
高
き

を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
井
月
は
時
代
に
曳
き
ず
ら
れ
な
が
ら
も
、
古
俳
譜
の
大
道
は
忘
れ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら

も
、
「
庭
」
に
お
け
る
「
創
造
」
が
、
「
大
道
」
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
創
造
行
為
の
背
後
に
あ
る
歴
史
性
を
強
く
対
象
化
し
た
上
で
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

消
失
す
る
「
庭
」
｜
隔
絶
と
し
て
の
継
承

だ
が
そ
の
よ
う
な
庭
の
歴
史
性
と
の
一
体
化
こ
そ
が
、
確
固
た
る
創
造
理
念
と
し
て
こ
こ
で
理
想
化
き
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
次
男
の

「
創
造
」
が
、
「
何
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
」
う
と
い
う
、い
わ
ば
意
識
性
の
無
化
に
お
い
て
実
現
す
る
逆
説
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
や
は
り
問
題
に
な
る
。
次
男
の
「
創
造
」
が
廉
一
に
継
承
さ
れ
た
後
の
光
景
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
次

男
の
「
庭
」
が
、
本
質
的
に
こ
の
よ
う
な
「
作
品
」

の
場
に
存
在
し
て
い
た
為
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
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作
品
が
、
消
え
去
る
も
の
の
か
け
が
え
の
な
い
輝
き
、

そ
れ
を
通
し
て
す
べ
て
が
消
え
去
る
輝
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
ま
た
、

作
品
は
、
肯
定
の
極
限
が
否
定
の
極
限
に
よ
っ
て
確
証
さ
れ
る
場
合
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
要
請
は

わ
れ
わ
れ

の
平
和
や
素
朴
な
眠
り
へ
の
欲
求
に
反
す
る
も
の
だ
が
、

で
も
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
れ
を
、
理
解
し
て
い
る
。
（
中
略
）
そ
う

だ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
作
品
が

こ
の
点
で
、
純
粋
な
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
、
存
在
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
た
自
由
を
通
し
て
己
れ
を
現

存
さ
せ
る
最
初
に
し
て
最
後
の
瞬
間
で
あ
る
こ
と
を

:
t

;: 

丈
カ
」
→
d
J
人

こ
の
要
求
は
、
作
品
を
、
唯
一
的
な
破
壊

理
解
す
る
。
（
中
略

の
瞬
間
に
際
し
て
存
在
を
表
明
す
る
も
の
に
、
「
『
そ
れ
は
：
：
：
で
あ
る
』と
い
う
語
そ
の
も
の
」
に
、
作
品
が
そ
れ
か
ら
己
れ
を
焼
き

つ
く
す
閃
め
き
を
受
取
り
つ
つ
輝
か
せ
て
い
る
あ
の
地
点
に
化
す
る
の
だ
が
、

こ
の
地
点
が
、
作
品
を
不
可
能
に
し
て

わ
れ
わ
れ
は
、

い
る
こ
と
を
把
握
し
、
体
験
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

そ
こ
で

な
ぜ
な
ら

こ
の
地
点
は
、
作
品
に
到
達
す
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
も
の
で
あ
り
、

は
存
在
か
ら
何
ひ
と
つ
作
ら
れ
ず
そ
の
中
で
は
何
も
の
も
成
就
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
手
前
の
も
の
で
あ
り
、
存
在
の
持
つ
無
為
の
深
み

で
あ
る
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、
作
品
が
わ
れ
わ
れ
を
導
く
地
点
は
、
作
品
が
、

そ
の
消
失
と
い
う
大
詰
の
な
か
で
成
就
さ
れ
る
地
点
、
作
品
が
、
己
れ
を

排
除
す
る
自
由
の
な
か
で
存
在
を
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
り
を
言
い
あ
ら
わ
す
よ
う
な
、

そ
う
い
う
地
点
で
あ
る
だ
け
で

は
な
く
、
決
し
て
作
品
が
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
ゆ
け
ぬ
地
点
で
も
あ
る
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

既
に
そ
れ
か

そ
の
地
点
と
は
、
常
に
、

ら
先
は
作
品
が
存
在
せ
ぬ
地
点
で
あ
る
か
ら
だ
。

（
モl
リ
ス
・
プ
ラ
ン
シ
ョ

現
代
思
潮
社
）

『
文
学
空
間
』
〔E
F．
2
E
2
5
z
s
一
月
三
）
文
学
空
間
の
接
近
粟
津
則
雄
・
出
口
裕
弘
訳
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消
失
す
る
「
庭
」
の
姿
は

こ
の
「
作
品
」
像
と
奇
妙
に
似
通
っ
て
い
る
。
次
男
の
「
創
造
」
は
、
最
終
部
で
廉
一
に
継
承
き
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
語
り
手
は
そ
の
継
承
を
感
傷
的
に
夢
想
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
可
能
性
を
残
存
さ
せ
る
為
に
は
、
次
男
の

「
創
造
」の
現
実
的
痕
跡
は
、
そ
の
「
作
品
」
と
し
て
の
本
質
故
に
徹
底
的
に
消
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
庭
の
場
所
も
「
停
車
場
」
と
い
う

新
た
な
運
動
変
換
の
場
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
次
男
の
「
創
造
」
は
実
体
性
を
消
さ
れ
た
ま
ま
歴
史
の
系
列
性
の
内
に
還
元
さ
れ
、

「
幸
福
に
」
閉
じ
ら
れ
る
。だ
が
同
時
に
そ
こ
に
は
廉
一
と
い
う
「
近
代
的
」
創
造
者
（
を
目
指
す
存
在
）の
姿
が
や
は
り
付
け
加
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
主
体
的
自
己
実
現
を
目
指
す
「
近
代
的
」
創
造
者
像
は
、
決
し
て
そ
こ
で
克
服
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

テ
ク
ス
ト
を
「
幸
福
な
創
造
者
」
と
し
て
の
次
男
の
物
語
に
お
い
て
完
結
さ
せ
な
か
っ
た
そ
の
在
り
方
に
こ
そ
、
批
評
的
可
能

性
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
は
廉
一
が
継
承
す
る
次
男
的
「
創
造
」
の
質
も
、
「
庭
作
り
」
か
ら
「
油
画
」-"'-. 

つ
ま
り
歴

史
的
観
念
の
「
再
現
」
と
し
て
の
創
造
か
ら
、
現
前
す
る
対
象
を
め
ぐ
る
主
体
的
「
実
現
」
と
し
て
の
創
造
へ
と
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
テ
ク
ス
ト
の
更
な
る
ね
じ
れ
が
あ
る
。
「
廉
一
は
今
で
も
貧
し
い
中
に
、
毎
日
油
画
を
描
き
続
け
て
ゐ
る
」
と
い

う
記
述
が
一
不
す
「
貧
し
」
き
と
は
、次
男
を
理
念
的
に
継
承
し
「
不
断
の
制
作
」
を
続
け
つ
つ
も
、

次
男
的
「
創
造
」
に
は
あ
く
ま
で
「
回

想
」
と
い
う
隔
絶
的
手
段
に
お
い
て
し
か
接
近
し
得
な
い
、
廉
一
の
現
実
の
「
貧
し
」
き
な
の
で
あ
る
。
次
男
と
廉
一
の
「
創
造
」
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
は
、
接
続
し
つ
つ
も
深
く
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

次
男
の
「
創
造
」
の
夢
は
、
廉
一
の
「
貧
し
い
」
現
実
に
お
い
て
決
定
的

に
変
質
し
た
形
で
継
承
き
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
近
代
的
」
存
在
と
し
て
の
廉
一
は
、
次
男
の
「
野
辺
送
り
」
後
の
「
何
時
も
途
方
に
暮
れ

た
や
う
に
、
晩
秋
の
水
や
木
を
見
」
て
い
た
そ
の
深
い
空
白
か
ら
新
た
に
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
廉
一
は
「
東
京
赤
坂
の
或

洋
画
研
究
所
」
で
創
作
を
続
け
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
「
旧
家
の
庭
」
的
な
歴
史
的
、
土
着
的
空
間
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
隔
離
さ
れ
、
密
室
化

さ
れ
た
制
度
的
創
造
空
間
で
あ
り
、
「
研
究
所
の
空
気
は
故
郷
の
家
庭
と
、
何
の
連
絡
も
な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
廉
一
は
主
体
的
実
現
を
(324) 



目
指
す
そ
の
空
間
に
留
ま
り
な
が
ら
、
次
男
の
幻
影
を
追
う
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
隔
絶
と
し
て
の
継
承
」
こ
そ
が
ま
さ
に
次
男
と
廉
一

の
連
続
性
の
構
造
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
自
ら
掘
り
起
こ
し
た
、
あ
る
根
源
的
な
ね
じ
れ
と
し
て
の
問
題
系
な
の
で
あ

る
「
田
園
の
憂
穆
」
の
彼
の
「
語
る
こ
と
」
は
、
「
詩
的
」で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
無
根
拠
に
自
明
化
さ
れ
て
い
た
。
「
庭
」
か
ら
は
そ
の
よ

う
な
表
現
に
対
し
芥
川
が
抱
い
て
い
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
意
識
が
窺
え
る
の
で
あ
り
、
「
荒
廃
」
す
る
庭
の
カ
オ
ス
性
は
、
ま
さ
に
そ

こ
に
お
い
て
生
成
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
芥
川
の
詩
的
（
自
問
的
）
表
現
へ
の
志
向
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
の
離
脱
と
自
己
定
立
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
原
点
を
、

こ
の
「
庭
」
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
そ
の
自
己
定
立
の
可
能
性
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
歴
史

性
に
同
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
「
創
造
」

の
か
た
ち
も
回
想
の
内
に
し
か
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
創
造
に
よ
る
主
体
的
実
現
を
志
向
す

る
廉
一
の
視
座
か
ら
は
、
次
男
の
「
創
造
」
が
字
む
可
能
性
を
完
全
に
掬
い
取
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
次
男
の

「
創
造
」
自
体
は
、
歴
史
性
と
し
て
の
規
範
的
「
美
」
と
、
「
新
し
き
」
と
し
て
の
佐
藤
春
夫
的
（
或
い
は
世
紀
末
芸
術
の
日
本
的
解
釈
と
し
て

の
）
「
美
」
と
い
う
こ
項
対
立
の
構
図
に
は
回
収
で
き
な
い
、
更
な
る
別
の
位
相
に
展
開
し
て
ゆ
く
可
能
性
を
苧
む
も
の
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
、
7

か
。

そ
こ
に
お
い
て
、
宇
野
浩
二
が
指
摘
し
た
後
期
テ
ク
ス
ト
に
通
底
す
る
要
素
は
、
題
材
面
の
み
な
ら
ず
、テ
ク
ス
ト
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の

か
た
ち
自
体
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
庭
」
に
苧
ま
れ
た
「
創
造
」
を
め
ぐ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
必
ず
し
も
宇
野
の
批
評
に
十

分
に
掬
い
取
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
次
男
の
「
創
造
」
の
内
実
と
共
に
、
一
見
蛇
足
的
に
見
え
る
廉
一
を
め
ぐ
る
後
日
談
か
ら

「
貧
し
」
さ
の
根
源
を
暴
き
出
す
よ
う
な
読
み
の
営
為
こ
そ
が
、
更
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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大
正
十
一
年
七
月
十
三
日
「
時
事
新
報
』
掲
載
の
「
七
月
月
評
批
評
と
紹
介
（
六
）
」

宇
野
浩
二
『
芥
川
龍
之
介
』
（
『
文
学
界
』
一
九
五
一
・
九
j

十
一
連
載
）

神
田
由
美
子
「
芥
川
龍
之
介
の
『
庭
』
に
つ
い
て
」
（
『
目
白
近
代
文
学
』
一
九
八0
・
十
二
）

清
水
康
次
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』
（
一
九
九
四
・
四
和
泉
書
院
）

佐
竹
昭
広
『
下
魁
上
の
文
学
』
（
一
九
六
七
・
九
筑
摩
書
房
）

町
田
栄
「
『
井
月
の
句
集
』
を
め
ぐ
っ
て
｜
下
島
・
芥
川
・
瀧
井
・
室
生
・
島
村
ら
の
関
心

l

」
（
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
第
十
七
・

十
八
号
一
九
八
四
・
三
、
一
九
八
五
・
二
一
）

笠
井
秋
生
「
『
お
富
の
貞
操
』
『
雛
』
『
庭
』
」
（
『
作
品
論
芥
川
龍
之
介
』
一
九
九
0

・
十
二
双
文
社
出
版
）

芥
川
「
大
正
九
年
度
文
壇
上
半
期
決
算
」
（
『
秀
才
文
壇
』
一
九
二O

（
大
九
〕
・
七
）

「
田
園
の
憂
穆
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
成
立
は
、
複
雑
な
経
過
を
辿
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
田
園
雑
記
」
（
「
文
芸
雑
誌
』
大
五
・
十
二
の

「
二
日
か
げ
の
蓄
蔽
の
花
」
に
腔
胎
し
て
「
病
め
る
蓄
蔽
」
（
『
黒
潮
』
大
六
・
六
）
が
執
筆
き
れ
、
そ
の
続
篇
と
し
て
「
回
国
の
憂
穆
」

（
「
中
外
』
大
七
・
九
）
が
執
筆
き
れ
た
。
次
に
そ
の
両
稿
を
元
に
し
た
「
病
め
る
菩
蔽
」
が
『
病
め
る
蓄
額
』
（
大
七
・
十
一
天
佑
杜
）

に
収
録
。
そ
の
後
そ
れ
に
「
或
る
晩
に
」
（
『
雄
弁
』
大
八
・
六
）
が
挿
入
さ
れ
、
更
に
改
稿
さ
れ
た
形
で
『
改
作
田
園
の
憂
穆
』
（
大

八
・
六
新
潮
社
）
と
し
て
刊
行
。
本
稿
の
引
用
は
新
潮
社
版
の
本
文
に
拠
っ
た
。

佐
藤
春
夫
「
芥
川
龍
之
介
を
憶
ふ
」
（
『
改
造
』
一
九
二
八
〔
昭
一
二
〕
・
七
）

中
島
国
彦
『
近
代
文
学
に
み
る
感
受
性
』
自
然
へ
の
感
覚
こ
九
九
四
・
十
筑
摩
書
房
）

芥
川
「
大
正
八
年
の
文
芸
界
三
唯
美
主
義
の
諸
作
家
」
（
『
毎
日
年
鑑
』
一
九
一
九
〔
大
八
〕
・
十
二
）

工
事
現
場
で
作
業
を
す
る
の
に
く
ら
べ
れ
ば
、
庭
師
が
変
化
を
加
え
る
領
分
は
わ
ず
か
な
も
の
と
は
言
え
、
変
化
を
加
え
る
の
は
た
し
か

だ
。
そ
の
ほ
か
の
美
的
活
動
、
た
と
え
ば
、
詩
を
作
る
、
風
景
画
を
描
く
と
い
っ
た
行
為
は
、
自
然
や
社
会
に
直
接
働
き
か
け
る
も
の
で
は

な
い
が
、
そ
こ
に
は
洗
練
し
錬
磨
し
た
い
衝
動
、
整
理
し
管
理
し
た
い
欲
求
が
あ
る
。
詩
人
は
自
然
を
観
察
し
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
詩
の
(322) 
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(8
) 

(9
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中
に
閉
じ
込
め
る
。
自
然
界
に
存
在
し
た
何
か
が
、
言
葉
の
衣
裳
を
着
せ
ら
れ
韻
律
を
整
え
ら
れ
て
人
間
界
に
取
り
込
ま
れ
る
の
だ
。
風
景

画
を
描
く
の
は
、
も
っ
と
大
胆
に
自
然
を
取
り
込
も
う
と
す
る
行
為
だ
ろ
う
。
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
に
は
驚
異
の
的
で
あ
る
山
や
河
を
、
絵
筆

が
画
布
や
紙
の
上
に
捕
え
る
。
と
り
こ
に
な
っ
た
白
然
は
額
に
入
れ
ら
れ
、
壁
に
掛
け
ら
れ
て
、
眺
め
ら
れ
賞
翫
さ
れ
る
。
ご
く
少
量
の
野

生
が
、
文
化
的
日
常
生
活
の
快
い
背
景
と
な
る
わ
け
だ
。
（
イ
！
フl

・
ト
ゥ
ア
ン
『
愛
と
支
配
の
博
物
誌
』
勺
d
c
E
宮
山
口
の
めω
ロ
己
〉
民
R

目

立
。
口
一
吋F
O
B
ω
f
E
m
ぇ
胃
Z
J
E
∞
品
〕
第
一
章
愛
玩
物
は
な
ぜ
成
立
す
る
か
片
岡
し
の
ぶ
・
金
利
光
訳
一
九
八
八
・
十
工
作
品
口
）

芥
川
「
佐
藤
春
夫
氏
の
事
」
（
「
新
潮
』
一
九
一
九
〔
大
八
〕
・
六
）

註
ロ
に
同
じ

「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
二
一
十
四
色
彩
」
に
は
、
「
或
空
き
地
」
に
愛
を
感
じ
、
そ
こ
に
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
と
変
り
は
な
」
い
風
景
を

見
る
「
三
十
歳
の
彼
」
が
一
不
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
芥
川
三
十
一
歳
の
時
点
で
執
筆
き
れ
た
「
庭
」
の
表
現
観
の
問
題
と
関
わ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
「
或
阿
呆
の
一
生
」
と
作
家
自
身
と
を
短
絡
的
に
繋
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
「
三
十
歳
の
彼
」
と
あ
え
て
書
き
込
ま
れ

た
こ
と
の
意
味
は
軽
視
で
き
な
い
。
「
庭
」
の
荒
廃
し
た
庭
と
、
「
唯
苔
の
生
へ
た
上
に
煉
瓦
や
瓦
の
扶
片
な
ど
が
幾
つ
も
散
ら
か
っ
て
ゐ
る

だ
け
」
の
こ
の
「
或
空
き
地
」
は
、
テ
ク
ス
ト
の
差
異
を
超
え
て
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

大
正
十
一
年
当
時
こ
の
よ
う
な
研
究
所
は
多
く
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
「
東
京
赤
坂
の
或
洋
画
研
究
所
」
が
実
在
の
も
の
に
基
づ
い
て
い
る

可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
当
時
の
画
壇
の
内
部
状
況
を
反
映
し
た
意
図
的
な
設
定
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

17 O
芥
川
龍
之
介
の
引
用
文
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
一
九
九
五
・
十
一
i

一
九
九
八
・
三
岩
波
書
店
）
、
佐
藤
春
夫
の
引
用
文
は
全
て
「
定

本
佐
藤
春
夫
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
九
八
・
四
臨
川
書
店
）
に
拠
っ
た
。
ル
ビ
は
省
略
し
、
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
本
稿
は
、
一
九

九
八
年
度
第
三
八
五
回
慶
臆
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
（
六
月
二
十
日
）
に
お
い
て
報
告
し
た
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
い
る
。
貴
重
な
御
助
言
を
下

さ
っ
た
方
々
に
、
心
よ
り
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。

(321) 68 


