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川
端
康
成「
青
い
海
黒
い
海
」論 

│
「
幻
想
と
象
徴
」に
つい
て
│

青
木
　
言
葉

一

「
青
い
海
黒
い
海
」
は
、
大
正
十
四
年
八
月
、
川
端
康
成
が
二
十
六
歳
の
と
き
に
同
人
誌
『
文
芸
時
代
』
に
発
表
し
た
作
品
で
あ
る
。

当
時
、
川
端
は
横
光
利
一
ら
と
と
も
に
自
然
主
義
後
の
新
し
い
文
学
潮
流
を
作
る
べ
く
、「
新
進
」
作
家
と
し
て
新
感
覚
派
表
現
を
積
極
的

に
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
た
。『
文
芸
時
代
』
は
大
正
十
三
年
十
月
の
創
刊
だ
が
、
川
端
は
そ
の
「
創
刊
の
辞
」
で
も
「
既
成
の
」
文
学
、
表

現
に
対
し
て
挑
発
的
と
も
い
え
る
態
度
を
も
っ
て
「
新
し
い
生
活
と
は
何
か
。
新
し
い
文
芸
と
は
何
か
。
我
々
は
今
か
ら
こ
の
雑
誌
で
、
そ

れ
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
「
青
い
海
黒
い
海
」
は
〈
新
感
覚
派
的
〉
作
品
と
し
て
評
価
を
受

け
、
実
際
、
新
感
覚
派
の
「
理
論
的
一
根
拠
」
と
し
て
表
現
主
義
等
前
衛
主
義
の
精
神
を
借
り
て
説
明
す
る
川
端
の
「
新
進
作
家
の
新
傾
向

解
説
」（
大
正
十
四
年
一
月
『
文
芸
時
代
』）
の
実
践
と
見
ら
れ
る
箇
所
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
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新
感
覚
派
が
、「
一
種
の
擬
人
法
的
描
写
」（「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
以
下
、「
解
説
」
と
略
記
）
で
あ
る
の
は
、
読
者
に
鮮
烈
な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
新
感
覚
派
に
対
す
る
批
判
は
ま
さ
に
奇
抜
な
「
文
体
」
に
向
け
ら
れ
た
が
、
批
判
を
か
わ
す
た

め
に
は
作
者
の
「
哲
学
」「
認
識
論
」（「
同
」）
と
い
っ
た
、
思
想
性
あ
る
根
拠
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
を
正
当
づ
け
る

言
葉
の
ひ
と
つ
が
、
お
そ
ら
く
〈
主
観
〉
と
い
う
語
で
あ
っ
た
。
こ
の
語
は
、
思
想
性
を
含
み
つ
つ
、
事
物
を
ど
う
捉
え
る
か
の
自
由
さ
を

確
保
し
て
い
る
。

川
端
の
「
解
説
」
は
四
節
の
う
ち
の
「
三　

表
現
主
義
的
認
識
論
」、「
四　

ダ
ダ
主
義
的
発
想
法
」
の
二
つ
が
理
論
と
し
て
の
核
で
あ
る
。

「
表
現
主
義
的
認
識
論
」
は
「
主
観
の
強
調
」「
主
観
の
拡
大
」
に
よ
る
「
主
客
一
如
主
義
」
を
「
表
現
の
態
度
」
に
置
く
こ
と
、「
ダ
ダ
主
義

的
発
想
法
」
は
「
他
人
に
は
分
ら
な
い
」「
最
も
主
観
的
で
あ
り
、
直
観
的
で
あ
り
、
同
時
に
感
覚
的
」
な
表
現
者
の
「
心
象
」
の
豊
か
さ

を
移
し
取
る
こ
と
、
を
主
張
し
て
い
る
。「
主
観
」
の
語
の
提
出
は
、
川
端
に
限
っ
た
こ
と
で
な
く
、
大
正
十
四
年
二
月
に
同
『
文
芸
時
代
』

誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
横
光
利
一
「
感
覚
活
動
」
に
お
け
る
「
客
観
的
形
式
か
ら
よ
り
主
観
的
形
式
へ
」（「
感
覚
と
新
感
覚
」）
等
々
に
も
み
ら

れ
るi
。

本
稿
は
、「
解
説
」
の
よ
う
な
同
時
代
的
な
〈
主
観
〉
の
あ
り
方
、
│
そ
れ
は
作
者
の
独
自
性
を
表
現
す
る
手
段
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
客

観
視
を
あ
え
て
避
け
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
│
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
観
へ
の
信
頼
と
い
う
最
も
単
純
で
、
自
己
に
近
し
く
忠
実
に
み
え
る

認
識
論
が
、
小
説
内
で
か
え
っ
て
混
迷
を
も
生
み
出
し
て
い
く
様
相
を
検
討
す
る
。「
解
説
」
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
「
主
観
」
の
強
調
は
、

情
景
の
描
写
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
人
物
の
心
的
状
態
と
感
覚
世
界
に
も
関
与
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
主
観
へ
傾
斜
す
る
ゆ
え
に
、
彼
が
み

る
幻
想
は
と
き
に
客
観
の
事
実
よ
り
是
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
「
青
い
海
黒
い
海
」
で
の
「
象
徴
の
世
界
」
に
生
き
る

0

0

0

と
い
う
結
末

は
、
た
と
え
そ
れ
が
肉
体
の
死
を
条
件
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
も
、
主
観
か
ら
は
じ
ま
っ
た
幻
想
が
否
定
の
み
に
終
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
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唆
し
て
い
る
。

新
感
覚
派
は
結
局
表
現
上
の
運
動
と
さ
れ
終
焉
を
む
か
え
る
が
、
川
端
の
〈
新
感
覚
派
〉
と
は
そ
う
し
た
〈
非
現
実
の
幻
想
〉
と
の
に
ら

み
合
い
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
川
端
の
「
青
い
海
黒
い
海
」
の
作
品
自
解
も
ま
た
、執
筆
か
ら
時
を
隔
て
て
は
い
る
が
か
よ
う
な
、

や
や
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
〈
新
感
覚
派
〉
の
意
味
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
「
青
い
海
黒
い
海
」
は
発
表
の
時
に
横
光
利
一
氏
が
ひ
ど
く
褒
め
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
印
象
に
残
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
後
、
こ
の
作
品
が

批
評
さ
れ
解
説
さ
れ
る
の
を
、
私
は
見
か
け
な
い
。
自
分
で
も
説
明
は
し
に
く
い
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
今
読
み
返
し
て
み
る
と
、
い

ろ
い
ろ
思
ひ
当
た
る
節
も
あ
る
。
後
の
「
抒
情
歌
」（
昭
和
七
年
）
な
ど
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
『
文
芸
時
代
』
は
新
感
覚
派
の
文
学
運
動
の
同
人
雑
誌
と
な
つ
た
。
二
十
人
ば
か
り
の
同
人
の
う
ち
で
、
私
も
新
感
覚
派
の
色
が
強
い

一
人
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
私
は
鮮
明
に
新
感
覚
派
風
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
出
来
な
か
つ
た
や
う
で
あ
るii

。
こ
の
「
青
い
海
黒
い
海
」

な
ど
は
感
覚
的
な
方
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
多
少
抽
象
的
な
つ
も
り
も
あ
つ
た
。
二
十
五
歳
の
作
品
で
、
薄
弱
で
は
あ
ら
う
。「
青
い
海

黒
い
海
」
の
や
う
な
書
き
方
を
、
私
の
今
後
に
、
も
つ
と
幻
想
と
象
徴
と
の
深
さ
と
に
よ
つ
て
生
か
し
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
ら
う
か
と
思

う
。

iii

　
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

「
青
い
海
黒
い
海
」
の
七
年
後
の
作
品
「
抒
情
歌
」（
昭
和
七
年
二
月
『
中
央
公
論
』）
に
言
及
し
た
、こ
の
作
品
自
解
か
ら
さ
ら
に
四
カ
月

後
、
川
端
は
「
こ
の
「
抒
情
歌
」
の
世
界
を
な
ほ
深
い
象
徴
に
書
く
日
は
来
る
か
も
し
れ
な
いiv
」
と
の
言
葉
を
重
ね
て
い
る
が
、「
抒
情
歌
」

と
の
関
連
に
つ
い
て
は
最
終
節
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

「
青
い
海
黒
い
海
」
は
、「
第
一
の
遺
言
」「
第
二
の
遺
言
」「
作
者
の
言
葉
」
の
三
つ
の
文
章
か
ら
成
る
。「
第
一
の
遺
言
」
で
は
、
四
年
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前
に
結
婚
の
約
束
を
し
た
が
そ
れ
を
破
っ
た
娘
き
さ
子
の
こ
と
と
、
き
さ
子
に
ま
つ
わ
る
幻
想
、
そ
し
て
一
カ
月
前
も
う
一
人
の
女
り
か
子

が
〈
私
〉
の
熱
病
の
際
か
け
つ
け
た
こ
と
が
語
ら
れ
、「
第
二
の
遺
言
」
で
は
り
か
子
と
の
心
中
で
生
死
を
さ
ま
よ
う
中
で
見
た
、「
り
か
子

の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
が
描
か
れ
る
。「
作
者
の
言
葉
」
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
遺
書
」
を
俯
瞰
的
に
見
渡
す
位
置
に
あ
る
。

「
解
説
」
に
お
け
る
放
恣
で
自
由
な
主
観
、
意
識
、
そ
れ
を
出
来
る
だ
け
生
か
す
試
み
の
果
て
に
、「
青
い
海
黒
い
海
」
の
〈
私
〉
が
至
り

つ
く
の
は
、
無
意
識
す
な
わ
ち
死
の
世
界
で
あ
っ
た
。
死
に
ゆ
く
な
か
で
み
る
恋
人
の
「
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
こ
そ
、〈
私
〉
の
主
観
が

結
晶
し
た
世
界
で
あ
り
な
が
ら
、
本
来
主
観
が
も
つ
自
我
が
な
く
、
事
象
と
し
て
浮
か
ぶ
幻
想
は
意
味
づ
け
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

〈
私
〉
の
願
望
し
た
世
界
で
あ
っ
て
し
か
も
〈
私
〉
の
意
識
と
思
考
は
停
止
さ
れ
、〈
私
〉
は
鮮
や
か
な
、
意
味
を
な
さ
な
い
、
動
的
世
界
を

眺
め
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

二
つ
の
「
遺
言
」
は
、〈
作
者
〉
に
よ
っ
て
「「
生
と
死
」
の
話
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、〈
私
〉
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
恋
人
の
生

の
「
象
徴
」
に
生
き
る
と
い
う
反
転
が
あ
る
。
括
弧
づ
き
の
、
観
念
的
な
生
と
死
で
あ
り
、
し
か
し
か
く
ま
で
の
無
意
識
の
希
求
は
、
た
し

か
に
死
に
よ
っ
て
し
か
満
た
さ
れ
な
い
。「
私
は
死
ぬ
。
り
か
子
は
生
き
て
ゐ
る
。
私
は
死
ぬ
。
り
か
子
は
生
き
て
ゐ
る
（
中
略
）
…
」
と
い

う
一
節
は
、〈
私
〉
が
「
自
分
の
胸
を
突
い
て
、
意
識
を
失
つ
て
行
く
時
の
こ
と
」
で
あ
る
が
、〈
私
〉
の
肉
体
の
死
と
共
に
自
我
（
意
識
）

の
消
滅
を
強
く
意
味
し
て
い
る
。
二
つ
は
同
時
に
起
き
る
こ
と
だ
が
肉
体
の
死
が
条
件
な
ら
自
我
の
消
滅
は
〈
私
〉
の
目
的
で
あ
る
。〈
私
〉

の
自
我
・
意
識
を
も
と
に
考
え
な
け
れ
ば
、〈
私
〉
が
〈
私
〉
で
は
な
い

0

0

0

0

彼
女
の
「
象
徴
」
に
生
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

象
徴
の
世
界
が
死
を
も
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
の
は
、
つ
ま
り
現
実
の
世
界
で
は
そ
れ
が
絶
対
に
実
現
し
え
な
い
こ
と
の
裏
返
し
に
あ
り
、

こ
の
す
ぐ
れ
た
現
実
認
識
を
軸
に
し
て
、
小
説
と
い
う
文
字
上
で
「
生
」
の
価
値
が
死
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
。

感
情
を
直
接
言
葉
に
せ
ず
に
、
幾
重
に
も
包
ま
れ
た
幻
想
の
迂
回
路
を
通
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
、
川
端
の
そ
う
し
た
方
法
は
以
後
も
続
い
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て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
や
が
て
「
青
い
海
黒
い
海
」
の
〈
私
〉
の
死
に
よ
る
「
生
」
と
い
っ
た
薄
氷
の
よ
う
な
幸
福
に
替
わ
っ
て
、「
抒
情

歌
」
は
現
実
の
悲
し
み
を
し
ず
か
に
口
に
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

二

　

例
へ
ば
、
野
に
一
輪
の
白
百
合
が
咲
い
て
ゐ
る
。
こ
の
百
合
の
見
方
は
三
通
り
し
か
な
い
。
百
合
を
認
め
た
時
の
気
持
は
三
通
り
し

か
な
い
。
百
合
の
内
に
私
が
あ
る
の
か
。
私
の
内
に
百
合
が
あ
る
の
か
。
ま
た
は
、
百
合
と
私
と
が
別
々
に
あ
る
の
か
。（
中
略
）
百

合
と
私
と
が
別
々
に
あ
る
と
考
へ
て
百
合
を
描
く
の
は
、
自
然
主
義
的
な
書
き
方
で
あ
る
。
古
い
客
観
主
義
で
あ
る
。（
中
略
）
と
こ

ろ
が
、
主
観
の
力
は
そ
れ
で
満
足
し
な
く
な
つ
た
。
百
合
の
内
に
私
が
あ
る
。
私
の
内
に
百
合
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
結
局
同
じ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
の
気
持
で
物
を
書
き
現
さ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
新
主
観
主
義
的
表
現
の
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
自
分
が

あ
る
の
で
天
地
万
物
が
存
在
す
る
、
自
分
の
主
観
の
内
に
天
地
万
物
が
あ
る
、
と
云
ふ
気
持
で
物
を
見
る
の
は
、
主
観
の
力
を
強
調
す

る
こ
と
で
あ
り
、
主
観
の
絶
対
性
を
信
仰
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
新
し
い
喜
び
が
あ
る
。
ま
た
、
天
地
万
物
の
内
に
自
分
の
主
観

が
あ
る
、
と
云
ふ
気
持
で
物
を
見
る
の
は
、
主
観
の
拡
大
で
あ
り
、
主
観
を
自
由
に
流
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
考
へ

方
を
進
展
さ
せ
る
と
、
自
他
一
如
と
な
り
、
万
物
一
如
と
な
つ
て
、
天
地
万
物
は
全
て
の
境
界
を
失
つ
て
一
つ
の
精
神
に
融
和
し
た
一

元
の
世
界
と
な
る
。
ま
た
一
方
、
万
物
の
内
に
主
観
を
流
入
す
る
こ
と
は
、
万
物
が
精
霊
を
持
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
考
へ
、
云
ひ
換
え
る

と
多
元
的
な
万
有
霊
魂
説
に
な
る
。
こ
こ
に
新
し
い
救
ひ
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
、
東
洋
の
古
い
主
観
主
義
と
な
り
、
客
観
主
義
と
な

る
。
い
や
、
主
客
一
如
主
義
と
な
る
。
か
う
云
ふ
気
持
で
物
を
書
現
さ
う
と
す
る
の
が
、
今
日
の
新
進
作
家
の
表
現
の
態
度
で
あ
る
。
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（「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
よ
り
「
三　

表
現
主
義
的
認
識
論
」
一
部
抜
粋
）

「
青
い
海
黒
い
海
」
に
約
半
年
先
駆
け
て
、「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
は
同
じ
く
『
文
芸
時
代
』
に
発
表
さ
れ
た
。「
解
説
」
と
「
青
い

海
黒
い
海
」
と
、
明
ら
か
な
共
通
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下
の
記
述
に
お
い
て
で
あ
る
。「
こ
れ
ま
で
は
、
眼
と
薔
薇
と
を
二
つ
の

も
の
と
し
て
「
私
の
眼
は
赤
い
薔
薇
を
見
た
。」
と
書
い
た
と
す
れ
ば
、
新
進
作
家
は
眼
と
薔
薇
と
を
一
つ
に
し
て
、「
私
の
眼
が
赤
い
薔
薇

だ
。」
と
書
く
。」（「
解
説
」）、「
蘆
の
葉
が
私
の
眼
の
中
一
ぱ
い
に
拡
つ
て
来
ま
し
た
。
私
の
眼
は
一
枚
の
蘆
の
葉
に
な
つ
て
行
き
ま
し
た
。

や
が
て
、
私
は
一
枚
の
蘆
の
葉
で
し
た
。」（「
青
い
海
黒
い
海
」）。
こ
の
部
分
が
両
者
の
対
応
を
決
定
付
け
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
ほ
か
、
次

の
よ
う
な
一
致
の
確
認
も
な
さ
れ
て
い
る
。「
解
説
」
に
お
け
る
主
観
の
拡
大
、
流
動
に
よ
る
「
万
物
一
如
」「
一
元
の
世
界
」
と
、「
青
い
海

黒
い
海
」
で
の
、
風
景
や
恋
人
な
ど
の
客
体
と
〈
私
〉
と
の
一
体
化
の
願
望
、
ま
た
「
解
説
」
の
自
由
連
想
法
に
よ
る
「
無
秩
序
な
」「
想

念
」
の
「
豊
饒
」
が
、「
青
い
海
黒
い
海
」
内
で
の
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
く
逸
話
や
「
豊
富
で
自
由
な
」
幻
想
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
反
映
さ
れ
て
い
る

こ
と
等
で
あ
る
。
だ
が
、
た
と
え
ば
後
者
の
「
青
い
海
黒
い
海
」
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、「
蘆
の
葉
」
が
〈
私
〉
を
圧
迫
す
る
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
後
を
加
え
て
再
度
引
用
す
る
。

　

と
に
か
く
私
は
、
熱
い
砂
が
背
中
の
皮
膚
に
馴
染
ん
で
来
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
主
人
の
ゐ
な
い
部
屋
の
硝
子
戸
の
や
う
な
眼
で
、

海
の
景
色
を
眺
め
て
ゐ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
眼
に
一
本
の
線
を
引
い
て
ゐ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
枚
の
蘆
の
葉
で
す
。

　

そ
の
線
が
だ
ん
だ
ん
は
つ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
せ
つ
か
く
近
づ
い
た
島
が
、
そ
の
た
め
に
、
だ
ん
だ
ん
遠
退
い
て
行
き
ま
し
た
。
蘆

の
葉
が
私
の
眼
の
中
一
ぱ
い
に
拡
つ
て
来
ま
し
た
。
私
の
眼
は
一
枚
の
蘆
の
葉
に
な
つ
て
行
き
ま
し
た
。
や
が
て
、
私
は
一
枚
の
蘆
の

葉
で
し
た
。
蘆
の
葉
は
お
ご
そ
か
に
揺
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
蘆
の
葉
が
、
河
口
や
海
原
や
島
々
や
半
島
や
の
大
き
い
景
色
を
、
私
の
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眼
の
中
で
完
全
に
支
配
し
て
ゐ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
戦
ひ
を
挑
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
な
気
持
に
な
つ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、

じ
り
じ
り
迫
つ
て
来
る
蘆
の
葉
の
力
に
抑
へ
つ
け
ら
れ
て
行
く
の
で
し
た
。

　

そ
こ
で
私
は
、
思
ひ
出
の
世
界
へ
逃
げ
出
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
風
景
の
一
部
で
あ
る
「
島
」
と
〈
私
〉
の
接
近
が
ま
ず
あ
っ
た
う
え
で
、「
蘆
の
葉
」
が
出
現
す
る
。〈
私
〉
の
自
己
表
象
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、「
主
人
の
ゐ
な
い
部
屋
の
硝
子
戸
の
や
う
な
眼
」
で
「
海
の
景
色
を
眺
め
て
ゐ
」
る
〈
私
〉
が
、
島
が
「
せ
っ
か
く

近
づ
い
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、〈
私
〉
は
蘆
の
葉
よ
り
は
風
景
と
の
「
一
如
」
的
な
あ
り
方
を
望
ん
で
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
阻
ま
れ
た
の

で
あ
る
。
蘆
の
葉
は
風
景
に
と
っ
て
代
わ
り
、「
解
説
」
と
同
様
の
記
述
「
私
の
眼
は
一
枚
の
蘆
の
葉
に
な
つ
て
行
き
ま
し
た
」
の
形
式
を
と

る
が
、「
解
説
」
に
比
し
主
観
の
「
力
」
は
希
薄
で
あ
る
。
主
観
の
う
ち
に
万
物
が
あ
る
に
し
て
も
、
万
物
の
う
ち
に
主
観
が
あ
る
に
し
て

も
、
そ
れ
は
「
主
観
の
強
調
」、
あ
る
い
は
「
主
観
の
拡
大
」「
主
観
の
流
動
」
で
あ
る
と
「
解
説
」
は
述
べ
て
い
た
が
、
な
ら
ば
主
体
の
主

観
は
少
な
く
と
も
客
体
と
対
等
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
観
が
あ
る
た
め
に
は
主
体
が
何
か
を
感
じ
る
積
極
性
が
必
要
で
、〈
私
〉
が

目
の
前
に
実
在
す
る
の
か
も
分
か
ら
ぬ
客
体
「
蘆
の
葉
」
に
「
支
配
」
さ
れ
「
抑
へ
つ
け
ら
れ
て
」
い
く
の
は
、
こ
こ
に
お
け
る
〈
私
〉
の

「
主
観
」
に
能
動
的
な
意
思
が
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
主
観
が
限
り
な
い
不
安
を
抱
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
思
ひ
出
の
世
界
」
に
始
ま
る
記
述
も
、同
様
の
不
安
を
映
し
て
い
る
。〈
私
〉
は
、き
さ
子
の
婚
約
破
棄
に
も
あ
ま
り
気
を
落
と
さ
な
か
っ

た
。
互
い
の
庭
の
花
を
介
し
た
結
婚
が
あ
り
え
る
よ
う
に
、「
い
つ
か
は
ま
た
」、
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
き
さ
子
が
二
十
に

な
っ
た
と
い
う
「
ど
う
し
や
う
も
な
い
事
実
」
の
ま
え
に
挫
か
れ
る
。〈
私
〉
は
そ
こ
で
「
私
は
き
さ
子
が
十
七
の
年
か
ら
後
き
さ
子
に
会
つ

て
ゐ
な
い
の
で
す
か
ら
、
私
に
と
つ
て
は
、
き
さ
子
は
二
十
に
な
つ
て
ゐ
な
い
と
も
言
へ
る
の
で
す
」「
い
い
え
、
こ
の
は
う
が
正
し
い
の
で

す
」
と
考
え
、「
事
実
」
よ
り
主
観
を
先
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
。「
一
枚
の
蘆
の
葉
か
ら
も
、
き
さ
子
が
二
十
に
な
つ
た
こ
と
か
ら
も
、
同
じ
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や
う
に
戦
ひ
を
挑
ま
れ
た
気
持
が
し
た
」
の
は
、
主
観
を
信
ず
る
力
が
試
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
いｖ
。
そ
し
て
、〈
私
〉
は
、
少
な
く

と
も
こ
こ
に
お
い
て
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三
こ
の
頃
、
私
は
毎
日
河
口
の
砂
原
へ
昼
寝
に
行
く
こ
と
に
し
て
ゐ
ま
す
。（
中
略
）
私
は
一
月
程
前
女
の
呼
声
で
こ
の
世
に
生
き
返
つ
た

ば
か
り
の
か
ら
だ
な
ん
で
す
か
ら
、
夏
の
日
を
ま
と
も
に
受
け
な
が
ら
裸
で
砂
の
上
に
眠
つ
た
り
す
る
の
は
、
大
変
毒
だ
と
思
ひ
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
風
に
自
分
を
青
空
に
明
つ
放
し
て
寝
る
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
好
き
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
私
は
、
生
れ
な
が
ら
の
睡

眠
不
足
者
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
生
で
寝
椅
子
を
捜
し
て
ゐ
る
男
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
生
れ
た
そ
の
日
か
ら
母
の
胸
に
眠
る

こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
す
か
ら
。

そ
ん
な
わ
け
で
そ
の
日
も
、
砂
の
上
に
寝
こ
ろ
が
り
に
行
つ
た
の
で
し
た
。（
中
略
）
と
に
か
く
私
は
、
熱
い
砂
が
背
中
の
皮
膚
に
馴
染

ん
で
来
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
主
人
の
ゐ
な
い
部
屋
の
硝
子
戸
の
や
う
な
眼
で
、
海
の
景
色
を
眺
め
て
ゐ
ま
し
た
。

砂
原
で
の
昼
寝
が
「
人
生
の
」
た
め
の
睡
眠
と
容
易
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
さ
ま
は
、引
用
部
の
「
そ
れ
に
」「
そ
ん
な
わ
け
で
」
の
接
続
に

も
見
て
取
れ
る
が
、
こ
う
し
た
精
神
と
身
体
の
状
態
の
同
化
、「
自
分
を
青
空
に
明
つ
放
し
て
寝
る
こ
と
が
た
ま
ら
な
く
好
き
」
と
い
う
昼
寝

の
様
子
が
、〈
私
〉
の
精
神
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
冒
頭
、
目
を
覚
ま
す
〈
私
〉
が
「
青
空
の
よ
う
に
無
心
」
で
あ
る

こ
と
は
、「
青
空
に
自
分
を
明
つ
放
し
て
寝
る
」「
毎
日
」
の
試
み
が
少
な
か
ら
ず
成
功
を
み
て
い
る
し
る
し
で
あ
る
。

疲
労
は
身
体
の
消
耗
か
ら
だ
け
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
思
考
と
感
情
が
激
し
く
揺
す
ぶ
ら
れ
る
│
時
に
そ
れ
は
損
傷
の
た
め
に
起
こ
る
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│
の
結
果
で
も
あ
り
う
る
。
疲
労
と
睡
眠
の
因
果
は
、
身
体
の
疲
れ
が
心
の
疲
弊
と
も
き
わ
ど
く
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昼
寝
に
と
ど

ま
ら
ず
永
眠
を
志
向
し
て
い
る
と
い
う
深
層
の
レ
ベ
ル
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
眠
り
が
、
感
情
や
思
考
に
お
い
て
は
そ
れ
を
一
時
的
に
、

夢
さ
え
な
け
れ
ば
だ
が
、
停
止
し
、
忘
却
せ
し
め
〈
無
心
〉
へ
戻
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
を
、
死
は
そ
れ
を
完
全
な
も
の
に
す
る
の
で
あ

る
か
ら
。
ひ
と
月
前
「
意
識
を
失
」
う
熱
病
か
ら
回
復
し
て
「
こ
の
世
に
生
き
返
つ
た
」〈
私
〉
は
、昼
寝
の
目
覚
め
さ
え
「
こ
の
世
へ
新
し

く
生
れ
た
や
う
に
」
と
表
現
し
、
眠
り
と
死
の
近
似
し
た
あ
り
さ
ま
と
、
新
生
と
い
う
ま
っ
さ
ら
な
状
態
へ
の
あ
こ
が
れ
を
滲
ま
せ
る
。

そ
れ
で
も
、「
私
は
三
歳
の
り
か
子
の
や
う
に
、
日
が
西
の
半
島
か
ら
昇
つ
た
と
は
思
ふ
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
」、
と
、
目
覚
め
に

伴
っ
て
現
実
の
認
識
と
蓄
積
さ
れ
た
記
憶
は
か
な
ら
ず
〈
私
〉
の
も
と
へ
と
戻
っ
て
く
る
。「
私
の
一
番
古
い
記
憶
を
話
し
て
も
い
い
？　

二
つ
か
三
つ
の
頃
で
し
た
。
お
日
様
は
お
寺
の
塔
か
ら
昇
つ
て
芭
蕉
の
葉
へ
沈
む
と
い
ふ
考
へ
が
あ
つ
た
ら
し
い
の
ね
。
昇
る
、
沈
む
、
と

い
ふ
言
葉
を
知
ら
な
く
つ
て
も
、
朝
日
と
夕
日
と
で
ち
が
つ
た
感
じ
が
あ
つ
た
の
ね
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
、
芭
蕉
の
葉
か
ら
お
日
様
が
昇

つ
た
、
芭
蕉
の
葉
か
ら
お
日
様
が
昇
つ
た
と
思
ふ
と
、
わ
あ
つ
と
泣
き
出
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
わ
。
子
守
の
背
中
で
夕
方
眼
を
覚
ま
し
た
の

よ
。」。
三
歳
の
子
の
よ
う
に
あ
ど
け
な
い
認
知
で
あ
れ
ば
、
目
の
前
の
景
色
だ
け
を
信
じ
る
こ
と
も
で
き
た
ろ
う
、
ま
た
立
ち
止
ま
っ
て
過

去
を
捉
え
返
す
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
幼
い
り
か
子
の
こ
の
記
憶
が
、
彼
女
に
と
っ
て
の
「
一
番
古
い
記
憶
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
考
え
て
も
よ
い
。
つ
ま
り
り
か
子
は
、
こ
の
時
点
で
は
記
憶
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
記
憶
と
認
識
を
軛
と
す

る
生
は
や
が
て
昼
寝
か
ら
心
中
未
遂
の
昏
睡
、死
を
ふ
く
め
た
無
意
識
の
状
態
を
小
説
内
で
呼
び
起
こ
す
。〈
私
〉
が
毎
日
河
口
で
昼
寝
を
す

る
と
い
う
、
安
寧
へ
の
含
意
あ
る
試
み
は
変
奏
さ
れ
て
、〈
私
〉
は
次
々
精
神
の
あ
り
か
を
探
す
の
で
あ
る
。

無
心
で
あ
る
こ
と
、
空
っ
ぽ
で
あ
る
こ
と
、「
主
人
の
ゐ
な
い
部
屋
の
硝
子
戸
」
の
よ
う
な
眼
で
あ
る
こ
と
、「
自
分
を
青
空
に
明
つ
放
し

て
」
寝
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
〈
わ
た
し
〉
を
手
放
し
、〈
わ
た
し
〉
で
は
な
い
も
の
に
よ
っ
て
〈
私
〉
を
満
た
そ
う
と
す
る
こ
と
に
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他
な
ら
な
い
。
典
型
は
、
り
か
子
と
の
心
中
場
面
に
端
的
に
見
出
せ
る
。「
私
は
空
つ
ぽ
に
な
ら
う
と
し
て
、
り
か
子
の
頰
の
匂
ひ
の
中
で
、

ぽ
か
あ
ん
と
口
を
開
い
て
ゐ
ま
し
た
。
す
る
と
、
さ
ら
さ
ら
流
れ
る
小
川
の
幻
が
浮
ん
で
来
ま
し
た
」。
恋
人
の
存
在
現
象
す
べ
て
で
以
て
、

自
ら
の
概
念
と
身
体
の
両
面
を
埋
め
ん
と
願
う
〈
私
〉
は
、
直
後
に
彼
女
の
体
温
に
よ
っ
て
「
恐
怖
」
し
、〈
他
〉
と
の
絶
対
的
な
境
界
を
知

る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
私
〉
は
「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
を
全
き
も
の
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
べ
き
だ
ろ

う
。も

う
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
く
と
、き
さ
子
に
関
す
る
幻
想
の
な
か
に
現
れ
る
「
父
」
も
同
様
に
〈
私
〉
の
主
観
を
こ
わ
す
。「
十
七
の
き
さ

子
」
が
〈
私
〉
の
主
観
で
作
ら
れ
た
「
人
形
」（
幻
想
）
な
ら
、「
父
」
も
〈
私
〉
の
自
己
内
省
の
声
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
〈
私
〉

で
は
な
い
他
者
と
し
て
あ
り
、
十
七
歳
の
「
き
さ
子
」
と
い
う
〈
私
〉
の
願
望
と
対
立
す
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
が
こ
の
「
第
一
の
遺
言
」

の
幻
想
は
〈
私
〉
を
否
定
す
る
と
い
う
意
味
し
か
持
た
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
幻
想
が
父
、
き
さ
子
、
不
在
の
他
者
を
取
り
戻
す
場
で
あ

る
の
は
、「
第
二
の
遺
言
」
の
象
徴
世
界
と
同
じ
で
あ
る
。

〈
私
〉
は
自
ら
の
願
望
や
不
安
を
分
散
し
対
峙
さ
せ
る
が
、そ
の
一
連
の
幻
想
の
な
か
に
さ
ら
に
〈
私
〉
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ど
の
感
情
か
ら
も
一
定
の
距
離
を
と
っ
て
い
る
。〈
私
〉
は
一
部
と
し
て
、
き
さ
子
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
と
き
に
「
化
粧
水
」「
瓦
斯
」、
そ

う
し
て
、
そ
れ
ら
幻
想
を
盛
る
器
「
部
屋
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

き
さ
子
は
〈
私
〉
の
愛
の
対
象
で
あ
る
の
に
、〈
私
〉
は
彼
女
に
〈
私
〉
を
認
識
す
ら
さ
せ
な
い
ま
ま
に
い
る
。〈
私
〉
は
身
を
ひ
そ
め
、

幻
の
「
き
さ
子
」
の
ま
ま
ご
と
の
よ
う
な
生
活
の
中
に
姿
を
隠
す
。

「
あ
れ
だ
、
私
の
忘
れ
も
の
は
。」

　

部
屋
に
は
い
つ
て
来
た
父
は
稲
妻
の
や
う
に
腕
を
突
き
出
し
ま
し
た
。
そ
の
指
の
先
で
、
私
は
ぎ
よ
つ
と
身
を
縮
め
ま
し
た
。
し
か
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し
小
さ
い
き
さ
子
は
け
げ
ん
さ
う
な
眼
を
し
て
ゐ
ま
し
た
。

「
あ
ら
。
あ
れ
は
私
の
鏡
台
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
そ
れ
と
も
あ
な
た
は
、
鏡
の
前
の
化
粧
水
の
こ
と
を
お
つ
し
や
る
の
で
せ
う
か
。」

「
こ
こ
は
誰
の
部
屋
だ
。」

「
私
の
で
す
。」

「
噓
だ
ら
う
。
お
前
は
透
明
で
は
な
い
か
。」

「
あ
の
化
粧
水
だ
つ
て
桃
色
に
透
明
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。」

　

父
は
私
を
眺
め
て
静
か
に
言
ひ
ま
し
た
。

「
私
の
忘
れ
者
よ
。
お
前
は
十
七
の
娘
が
二
十
に
な
つ
た
の
で
う
ろ
た
へ
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
ゐ
な
が
ら
十
七
の
き
さ
子
を
こ
の

部
屋
の
一
隅
の
虚
空
に
描
い
て
、
命
を
吹
き
込
ん
で
や
つ
て
ゐ
る
。
す
る
と
、
お
前
の
ゐ
る
生
の
世
界
に
は
二
人
の
き
さ
子
が
い
る
の

か
。
ま
た
は
一
人
の
き
さ
子
も
い
な
い
の
か
。
或
は
、
お
前
唯
一
人
し
か
ゐ
な
い
の
か
。（
中
略
）」

そ
の
時
で
し
た
。
な
ぜ
で
せ
う
│
私
が
ほ
う
つ
と
太
息
を
す
る
と
、
そ
れ
が
、

「
お
父
さ
ん
。」
と
い
ふ
声
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
し
た
。

「
あ
ら
。
私
の
化
粧
水
が
も
の
を
言
つ
た
。
あ
あ
。」

　

き
さ
子
は
鮎
の
眼
の
や
う
な
小
さ
い
眼
に
、
無
限
の
悲
し
み
を
浮
べ
た
か
と
思
ふ
と
、
す
う
つ
と
姿
を
消
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

「
息
子
よ
。
こ
の
部
屋
は
な
か
な
か
立
派
だ
。
一
人
の
女
が
こ
の
部
屋
か
ら
消
え
失
せ
て
も
、
空
気
が
一
そ
よ
ぎ
も
し
な
い
程
に
立
派

だ
。」

懐
疑
の
声
は
幻
想
の
き
さ
子
を
消
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
こ
の
部
屋
が
立
派
だ
と
〈
私
〉
を
皮
肉
っ
て
み
せ
る
。
き
さ
子
の
中
一
色
に
生
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き
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
れ
を
信
じ
き
る
こ
と
も
で
き
ず
結
局
も
ろ
い
幻
想
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
と
。
父
か
ら
隠
れ
て
い
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ふ
と
吐
息
を
つ
く
と
、
吐
息
は
父
へ
呼
び
か
け
る
声
と
な
り
、
十
七
歳
の
き
さ
子
、〈
私
〉
が
信
じ
よ
う
と
し
て
い
た
「
ほ
ん
た

う
」
で
あ
っ
た
き
さ
子
の
幻
は
、
そ
れ
を
裏
切
り
と
す
る
か
の
よ
う
に
消
え
る
。
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
父
も
十
七

歳
の
き
さ
子
も
分
散
し
外
部
化
し
た
〈
私
〉
の
姿
や
願
望
で
あ
っ
て
、〈
私
〉
は
〈
私
〉
の
幻
と
格
闘
し
自
分
自
身
の
あ
り
か
た
を
決
め
か
ね

て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

だ
が
父
の
声
の
以
前
に
、〈
私
〉
は
こ
の
幻
想
を
描
く
自
分
が
、
け
が
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
た
。
き
さ
子
の
「
清
ら
か
」
さ

に
引
き
換
え
〈
私
〉
は
「
ぴ
つ
た
り
鎖
し
た
部
屋
一
ぱ
い
の
濁
つ
た
瓦
斯
」
な
の
で
あ
り
、
彼
は
き
さ
子
の
い
る
景
色
の
な
か
に
自
分
を
雲

散
霧
消
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
生
命
と
ピ
ス
ト
ル
の
喩
え
は
、「
瓦
斯
を
発
散
さ
せ
て
し
ま
ひ
た
く
な
」
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
生
命
を

あ
っ
け
な
く
な
く
し
た
い
こ
と
の
婉
曲
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
死
ん
だ
父
が
、
出
現
す
る
な
り
「
こ
の
世
に
息
子
を
置
き
忘
れ
た
」
と
い
う

の
は
そ
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
に
つ
づ
く
り
か
子
へ
の
失
恋
の
件
も
、
恋
を
打
ち
明
け
る
「
重
苦
し
い
気
持
」
を
「
む
な
し
い
」
笑
い
声
で
解
消
し
、
失
恋
を

も
無
化
し
な
が
ら
、
愉
快
な
気
分
が
続
か
な
い
。「
明
る
い
気
持
は
そ
の
日
一
日
だ
け
で
し
た
。
と
は
言
へ
、
翌
る
日
か
ら
悲
し
か
つ
た
と
言

ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
れ
か
ら
は
、
自
分
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
疑
ひ
が
、
私
の
身
の
ま
は
り
を
、
野
分
の
や
う
に
通
つ
て

ゐ
ま
し
た
」。
悲
し
み
と
い
う
従
来
の
心
情
に
回
帰
す
る
で
も
な
く
、〈
私
〉
は
自
身
に
対
す
る
疑
い
を
濃
く
し
て
い
る
。
そ
ん
な
中
、
熱
病

を
き
っ
か
け
と
す
る
一
連
の
こ
と
を
「
奇
蹟
」
と
し
て
、「
死
ぬ
に
値
す
る
」
と
考
え
る
よ
う
に
、
自
分
が
「
意
識
を
失
つ
た
」
状
態
で
下
さ

れ
る
決
定
へ
〈
私
〉
は
熱
烈
な
信
頼
を
お
く
に
至
る
の
で
あ
る
。
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四

　

そ
の
時
私
の
頭
を
走
り
過
ぎ
た
す
べ
て
の
も
の
、
火
の
や
う
に
熱
い
小
川
に
見
え
た
流
血
や
、
骨
の
鳴
る
音
や
、
蜘
蛛
の
巣
を
伝
は

る
雨
滴
の
や
う
に
幾
つ
も
幾
つ
も
流
れ
て
来
る
父
の
顔
や
、
渦
を
巻
い
て
飛
び
廻
る
叫
び
声
や
、
さ
か
さ
ま
に
な
つ
て
浮
き
沈
み
し
て

ゐ
る
古
里
の
山
な
ぞ
の
ど
れ
も
こ
れ
も
か
ら
私
は
、

「
り
か
子
は
生
き
て
ゐ
る
。」
と
い
ふ
同
じ
一
つ
の
こ
と
を
感
じ
た
の
で
し
た
。

（
中
略
）

「
暑
い
。」
と
思
ふ
と
同
時
に
、
自
分
の
眼
界
の
暗
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
の
闇
に
金
色
の
輪
が
二
つ
三
つ
浮
び
ま
し
た
。
と
、
り
か
子
が
私
の
古
里
の
橋
に
立
つ
て
水
を
眺
め
て
ゐ
ま
し
た
。
│
り
か
子

は
生
き
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
の
り
か
子
は
顔
が
広
が
つ
て
足
の
小
さ
い
三
角
形
で
し
た
。
私
の
父
ら
し
い
男
が
逆
立
ち
し
て
、
流
星
の

や
う
に
河
底
か
ら
浮
い
て
来
ま
し
た
。
鳥
の
翼
の
や
う
な
花
弁
の
ダ
リ
ア
の
花
が
風
車
の
や
う
に
廻
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
そ
の
花
弁
は
り

か
子
の
唇
で
し
た
。
し
ん
し
ん
と
音
を
立
て
て
月
光
が
横
向
き
に
降
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

│
こ
ん
な
こ
と
を
幾
ら
書
い
て
も
き
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

「
第
二
の
遺
言
」
で
「
私
の
死
は
「
り
か
子
は
生
き
て
い
る
。」
と
い
う
象
徴
の
世
界
だ
っ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
断
定
し
、続
く
「
作

者
の
言
葉
」
が
「
彼
は
「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
に
再
び
生
き
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
推
察
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、

象
徴
の
世
界
が
実
現
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
当
な
ら
、
完
全
な
「
意
識
」
の
喪
失
は
何
を
も
見
な
い
無
の
は
ず
で
あ
り
、〈
私
〉
の



─ 56 ─ （237）

の
こ
し
た
言
葉
を
「「
生
と
死
」
の
話
」
と
す
る
の
に
、こ
の
「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
の
説
明
を
以
て
死
を
意
味
づ
け
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
。
だ
が
、
以
下
の
点
に
お
い
て
こ
の
「
死
」
を
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
青
い
海
黒
い
海
」
で
の
死
の
世
界
は
、
生
の
世
界
で
の
幻
想
を
ず
ら
し
た
も
の
で
あ
り
、
生
の
世
界
で
〈
私
〉
が
自
分
の
息
を
ひ
そ
め
る

よ
う
に
し
て
、
し
か
し
「
濁
つ
た
瓦
斯
」
の
よ
う
な
感
覚
（
そ
れ
は
、
け
が
れ
の
感
覚
で
あ
る
が
た
め
に
周
囲
と
の
違
和
感
で
あ
り
、
強
く

自
己
が
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
感
覚
で
あ
る
）
と
と
も
に
厳
存
し
て
い
た
の
に
対
し
、
死
の
世
界
で
の
〈
私
〉
は
「
意
識
を
失
つ
て
」
い
る
た

め
に
形
而
上
に
存
在
せ
ず
、
死
の
世
界
を
描
写
し
語
る
、
あ
た
か
も
書
き
手
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
幻
想
は
と
り
も
な
お
さ
ず
幻
想

だ
が
、〈
私
〉
の
意
識
の
有
無
に
よ
り
生
と
死
が
分
け
ら
れ
る
。「
意
識
」
と
は
必
然
的
に
自
我
を
呼
び
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。（
な
お
〈
私
〉

が
心
中
に
よ
っ
て
生
の
世
界
と
死
の
世
界
を
行
き
来
す
る
際
も
、「
意
識
を
失
つ
て
」「
意
識
を
取
り
返
し
て
」
の
語
が
く
り
か
え
し
使
用
さ

れ
て
い
る
。）
意
識
が
「
薄
れ
」
た
り
「
失
」
わ
れ
ゆ
く
と
き
に
〈
私
〉
が
抱
く
の
は
「
言
葉
」
で
は
な
く
「
感
じ
」
で
あ
り
、こ
こ
で
の
言

葉
と
は
、
意
識
が
不
断
に
、
意
味
を
自
動
的
に
紡
い
で
い
く
上
で
浮
ぶ
も
の
に
他
な
ら
ず
、〈
私
〉
は
生
き
て
い
る
限
り
自
分
の
幻
想
を
自
ら

認
識
し
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
分
散
し
た
、
十
七
歳
の
き
さ
子
、
死
ん
だ
父
、
そ
し
て
そ
の
ふ
た
り

0

0

0

の
や
り
と
り
を
聞
き
、
傍
観
す
る
自

分
が
い
る
の
な
ら
ば
な
お
さ
ら
、〈
私
〉
は
〈
私
〉
の
幻
想
の
意
味
を
熟
知
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
るvi
。

一
方
、
死
の
世
界
の
幻
想
は
完
全
な
無
意
味
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
現
実
性
を
一
層
ぬ
ぐ
い
さ
り
、
ま
た
で
き
る
だ
け
意
味
を
持
た
な

い
こ
と
が
、
無
心
を
越
え
自
我
が
滅
し
て
い
る
こ
と
の
し
る
し
と
な
る
。
き
さ
子
の
幻
想
も
「
清
ら
か
に
透
明
」
な
「
人
形
」
と
し
て
、
現

実
の
姿
か
ら
隔
た
っ
て
は
い
た
が
、
り
か
子
の
そ
れ
は
言
葉
も
発
さ
ず
、
人
の
形
も
と
ら
ず
世
界
に
ち
り
ば
め
ら
れ
る
こ
とvii
で
、〈
私
〉
が

思
考
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
説
明
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
第
一
の
遺
言
」
の
生
の
世
界
で
、
主
観
の
拡
大
や
流
動
や
強
調
で
万
物
と
融

合
す
る
こ
と
よ
り
は
か
ら
っ
ぽ
の
自
分
を
客
体
に
埋
没
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
た
よ
う
に
、「
象
徴
」
の
世
界
も
ま
た
〈
私
〉
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の
意
識
・
感
情
を
映
さ
な
い
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
川
端
の
い
う
「
新
感
覚
派
」
と
は
、
小
説
の
中
に
限
り
な
く
自
我
と
い
う
も
の
を
解
体
さ
せ
て
い
く
こ

と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
横
光
利
一
が
事
物
に
対
し
全
て
の
五
感
や
直
感
を
集
約
し
て
描
写
に
吐
き
出
す
よ
う
な
、
統
一
さ
れ
た
表

現
を
持
っ
て
い
た
の
と
は
違
い
、
視
覚
表
現
を
多
用
し
て
幻
想
を
紡
ぎ
現
実
を
否
定
し
て
い
く
手
続
き
な
の
で
あ
り
、
心
情
そ
の
も
の
の
表

出
よ
り
は
心
情
の
切
実
さ
を
、
底
に
ひ
そ
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

〈
私
〉
が
求
め
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
無
心
」
で
あ
る
こ
と
、
自
分
を
な
く
す
こ
と
、
翻
っ
て
自
分
を
恋
人
の
な

か
に
埋
没
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
〈
私
〉
は
い
つ
も
そ
れ
を
試
み
て
き
た
の
だ
が
、
意
識
の
な
か
の
絶
え
ざ
る
認
識
と
記
憶
が
実

現
さ
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
〈
私
〉
は
死
と
い
う
無
意
識
に
ひ
か
れ
て
い
る
が
、
心
中
の
前
、
夜
の
海
を
眺
め
な
が
ら
〈
私
〉
は
相
手

の
心
の
世
界
が
眼
に
見
え
ず
、
互
い
の
世
界
が
共
鳴
す
る
音
も
聞
え
な
い
不
安
を
打
ち
明
け
る
。

「
黒
い
海
を
見
て
ご
ら
ん
。
私
は
黒
い
海
を
見
て
ゐ
る
か
ら
、
私
は
黒
い
海
だ
。
あ
な
た
も
黒
い
海
を
見
て
ゐ
る
か
ら
、
私
の
心
の
世

界
も
あ
な
た
の
心
の
世
界
も
、
こ
の
黒
い
海
だ
。
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
の
眼
の
前
で
こ
の
あ
な
た
と
私
と
の
二
つ
の
世
界
が
同
時
に
一

所
を
占
め
な
が
ら
、
一
向
ぶ
つ
つ
か
り
も
、
弾
き
合
ひ
も
し
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
衝
き
当
る
音
も
聞
え
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
。」

「
私
に
分
ら
な
い
こ
と
は
お
つ
し
や
ら
な
い
で
ね
。
信
じ
合
つ
て
死
に
た
い
か
ら
。
気
違
ひ
じ
み
た
こ
と
を
言
は
な
い
で
も
死
ね
る
う
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ち
に
死
に
ま
せ
う
ね
。」

「
さ
う
だ
。
さ
う
で
し
た
ね
。」（
中
略
）

　

と
に
か
く
、
二
人
が
一
つ
の
黒
い
海
の
や
う
に
信
じ
合
ひ
な
が
ら
、
そ
し
て
二
人
が
死
ん
で
も
一
つ
の
黒
い
海
が
な
く
な
ら
な
い
こ

と
を
信
じ
な
が
ら
、
死
な
う
と
思
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
の
で
す
。（
中
略
）

り
か
子
は
両
方
の
腕
で
私
の
首
に
ぴ
つ
た
り
抱
き
つ
い
て
ゐ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
ゐ
て
く
れ
と
、
私
が
頼
ん
だ
の
で
し
た
。
二
個
の
か

ら
だ
が
一
個
の
か
ら
だ
の
感
じ
に
な
る
、
つ
ま
り
、
り
か
子
が
独
立
し
た
一
個
の
人
間
と
い
ふ
感
じ
を
失
は
な
い
と
、
私
は
り
か
子
の

胸
を
突
き
刺
す
の
が
こ
は
か
つ
た
の
で
す
。（
中
略
）

出
来
る
こ
と
な
ら
、
り
か
子
と
重
な
つ
て
死
に
た
い
と
思
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。（
中
略
）

　

と
こ
ろ
が
、
ど
う
で
せ
う
。
短
刀
を
ぐ
つ
と
突
き
立
て
る
と
同
時
に
、
姿
を
崩
し
て
前
へ
倒
れ
か
か
り
ま
し
た
。
と
、
叫
び
声
を
あ

げ
て
飛
び
上
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

　

あ
あ
。
そ
れ
は
、
り
か
子
の
体
温
で
し
た
。

　

り
か
子
の
上
へ
倒
れ
か
か
つ
た
私
は
、
り
か
子
の
体
温
を
感
じ
て
飛
び
上
つ
た
の
で
し
た
。
り
か
子
の
体
温
が
私
を
撥
ね
退
け
た
の

で
す
。
り
か
子
の
体
温
が
私
に
伝
は
つ
た
瞬
間
の
恐
怖
│
こ
れ
は
一
た
い
な
ん
で
せ
う
。

　

と
に
か
く
、
そ
れ
は
本
能
の
火
花
で
し
た
。
人
間
の
奥
底
に
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
憎
し
み
だ
つ
た
の
で
せ
う
か
。
で
な
く
て
人
間
が
人
間

に
感
じ
る
恐
し
い
愛
だ
つ
た
の
で
せ
う
か
。
そ
の
時
、
私
が
な
ん
と
叫
ん
だ
か
は
覚
え
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
恐
ら
く
こ
れ
程
凄
い
叫
び
声

は
な
か
つ
た
ら
う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。

り
か
子
と
の
心
中
が
〈
私
〉
に
教
え
る
の
は
彼
女
の
体
温
で
あ
り
、
彼
女
と
の
断
絶
で
あ
っ
た
。
り
か
子
の
体
温
は
、
合
一
不
可
能
な
個
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人
の
肉
体
と
人
間
の
孤
独
を
告
げ
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
〈
私
〉
が
「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
に
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
、〈
私
〉
が
断
絶
を
埋
め
よ
う
と
し
て
き
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
象
徴
の
世
界
が
現
実
の
境
界
線
に
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
決
定
的
な
孤
独
と
断
絶
、
合
一
の
不
可
能
の
知
ら
せ
こ
そ
が
、
こ
の
小
説
が
死
の
世
界
に
お
い
て
象
徴
を
描
い
た
最
大
の
理
由
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
理
想
の
世
界
は
そ
れ
が
い
ま
い
る
と
こ
ろ
で
は
決
し
て
顕
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
悟
る
こ
と
を
軸
に
齎
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

そ
し
て
、「
抒
情
歌
」
の
主
人
公
は
、
こ
う
し
た
認
識
を
す
で
に
手
中
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

私
の
天
使
の
翼
は
折
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

　

な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
の
い
ら
つ
し
や
る
死
の
世
界
へ
、
私
が
飛
ん
で
行
き
た
く
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。

　

あ
な
た
の
た
め
に
棄
て
る
命
が
惜
し
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
死
ん
で
一
茎
の
野
菊
に
で
も
生
れ
か
は
れ
る
も
の
な
ら
、
私
は
明
日

に
も
あ
な
た
の
あ
と
を
追
ひ
ま
す
で
あ
り
ま
せ
う
。（「
抒
情
歌
」）

「
抒
情
歌
」
は
、自
分
を
裏
切
っ
て
結
婚
し
た
亡
き
恋
人
に
語
り
か
け
る
女
性
の
独
白
体
小
説
で
あ
る
。「
死
人
に
も
の
い
ひ
か
け
る
と
は
、

な
ん
と
い
ふ
悲
し
い
人
間
の
習
は
し
で
あ
り
ま
せ
う
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
始
ま
り
、
仏
教
の
「
輪
廻
転
生
の
抒
情
詩
」
を
「
た
ぐ
ひ
な

く
あ
り
が
た
い
」
も
の
と
し
て
、「
あ
な
た
も
私
も
が
紅
梅
か
夾
竹
桃
の
花
と
な
り
ま
し
て
、
花
粉
を
は
こ
ぶ
胡
蝶
に
結
婚
さ
せ
て
も
ら
ふ
こ

と
」
を
夢
見
る
。
主
人
公
龍
枝
は
各
所
で
「
一
茎
の
ア
ネ
モ
ネ
の
花
に
な
り
た
い
の
で
す
」
と
訴
え
、
死
ん
だ
ら
一
茎
の
野
菊
に
「
生
れ
か

は
」
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
植
物
へ
の
「
転
生
」
の
願
い
だ
が
、「
生
れ
か
は
」
る
こ
と
、
植
物
が
自
我
や
感
情
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
は
「
青
い
海
黒
い
海
」
の
〈
私
〉
の
願
い
と
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
。
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だ
が
、
龍
枝
は
「
悲
し
い
人
間
の
習
は
し
」
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
龍
枝
の
語
り
が
死
人
の
「
あ
な
た
」
へ
向
け
た
「
習

わ
し
」
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
彼
女
は
自
分
の
願
い
が
「
お
と
ぎ
ば
な
し
」
で
あ
る
と
知
悉
す
れ
ば
こ
そ
、
生
の
世
界
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
今
も
や
は
り
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
を
り
ま
す
」
の
言
葉
は
、
幻
想
的0

な
死
の
世
界
を
理
想
と
し
て
語
り
つ
つ
、

夢
想
は
夢
想
と
し
て
自
ら
の
い
る
生
の
世
界
と
の
落
差
を
は
っ
き
り
知
り
な
が
ら
漏
れ
出
る
言
葉
で
あ
る
。
幻
想
を
「
お
と
ぎ
ば
な
し
」
と

し
て
分
離
し
て
い
く
「
抒
情
歌
」
に
対
し
、
幻
想
が
現
実
に
か
ぶ
さ
り
〈
私
〉
の
「
生
」
に
肉
薄
す
る
「
青
い
海
黒
い
海
」
は
、
結
末
を
や

や
異
に
す
る
。

し
か
し
、
定
め
し
彼
は
「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
に
再
び
生
き
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
彼
は
り
か
子
に
恋

を
し
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
作
者
は
、
た
と
へ
彼
が
、

「
一
茎
の
野
菊
」

　

に
恋
を
し
て
ゐ
て
、
野
菊
の
幻
想
の
波
の
上
に
死
ん
だ
と
し
て
も
、
こ
の
遺
言
は
書
き
変
へ
る
必
要
が
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。（「
青

い
海
黒
い
海
」）

た
だ
、〈
私
〉
が
「「
り
か
子
の
生
存
の
象
徴
の
世
界
」
に
再
び
生
き
た
」
と
し
て
も
、
そ
れ
を
「
野
菊
の
幻
想
の
波
の
上
に
死
ん
だ
」
こ

と
と
〈
作
者
〉
が
重
ね
る
の
は
、
幻
想
の
価
値
を
認
め
る
と
と
も
に
、
や
は
り
文
字
通
り
の
幻
で
し
か
な
い

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
、
同
時
に
書
き

記
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

象
徴
世
界
も
包
含
す
る
幻
想
の
価
値
や
意
味
は
、
そ
れ
が
生
の
世
界
と
死
の
世
界
と
い
う
溝
を
越
え
て
、
失
っ
た
も
の
を
心
に
回
復
し
よ

う
と
す
る
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
青
い
海
黒
い
海
」
で
は
、「
第
一
の
遺
言
」（
生
の
世
界
）
で
離
れ
て
い
っ
た
き
さ
子
、
亡
く

な
っ
た
父
と
「
化
粧
水
」「
瓦
斯
」
に
な
っ
た
〈
私
〉
が
出
会
い
、「
第
二
の
遺
言
」（
死
の
世
界
）
で
あ
ふ
れ
る
き
さ
子
の
中
に
父
が
浮
か
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び
、
そ
れ
ら
の
「
波
」
に
揺
ら
れ
る
〈
私
〉
が
い
る
。
失
わ
れ
た
人
、〈
私
〉
で
は
な
い
〈
私
〉
が
共
存
す
る
の
が
、
幻
想
の
世
界
で
あ
り
、

「
第
一
の
遺
言
」
か
ら
「
第
二
の
遺
言
」
へ
歩
を
進
め
れ
ば
象
徴
へ
と
位
相
は
深
ま
っ
て
〈
私
〉
は
彼
ら
の
中
に
溶
解
す
る
。

「
ど
う
ぞ
ご
自
由
に
お
は
い
り
遊
ば
せ
。
人
間
の
頭
の
扉
に
は
鍵
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」
／
「
し
か
し
、
生
と
死
と
の
間
の
扉
に
は
？
」
／

「
藤
の
花
の
一
房
で
で
も
開
く
こ
と
が
出
来
ま
す
」（「
第
一
の
遺
言
」）
の
よ
う
な
や
り
取
り
は
、
幻
想
と
「
死
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

「
第
二
の
遺
言
」
が
死
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
幻
想
（
象
徴
）
世
界
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、二
つ
は
「
抒
情
歌
」
で
の
龍
枝
の
〈
死
生
観
〉
に

お
い
て
緊
密
に
結
ば
れ
た
一
つ
の
も
の
と
な
る
。
彼
女
の
死
生
観
は
文
字
通
り
死
に
つ
い
て
語
る
も
の
だ
が
、
同
時
に
「
お
と
ぎ
ば
な
し
」、

「
あ
の
世
の
豊
か
な
幻
想
」
な
の
で
あ
る
。
現
実
で
の
不
可
能
性
と
、
非
現
実
ゆ
え
の
自
由
性
・
可
能
性
が
あ
り
、
つ
ま
り
現
実
に
な
い
も
の

だ
が
な
お
も
慰
藉
で
あ
っ
て
、「
生
き
て
ゐ
る
時
の
心
の
愛
」
を
「
広
々
と
の
び
や
か
」
に
す
る
死
生
観
で
あ
る
。

龍
枝
が
恋
人
と
の
不
思
議
な
紐
帯
を
「
時
間
と
空
間
と
を
越
え
て
働
き
か
け
る
私
の
魂
の
力
」
と
言
い
、
一
方
〈
私
〉
が
り
か
子
の
生
存

の
象
徴
の
世
界
を
「
時
間
と
空
間
と
を
征
服
し
た
、
あ
の
素
晴
ら
し
く
豊
富
で
自
由
な
世
界
」、「
私
は
高
速
度
の
幻
想
に
乗
つ
て
、
弾
丸
が

草
木
を
追
ひ
抜
く
や
う
に
、
時
間
と
い
ふ
も
の
を
追
ひ
抜
い
て
い
た
の
で
し
た
」
と
言
う
の
は
、
両
者
の
願
い
が
同
じ
く
現
実
を
越
え
て
幻

想
へ
向
か
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
は
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
自
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

龍
枝
が
か
つ
て
そ
の
千
里
眼
の
力
│
魂
、
愛
、
幼
児
の
あ
ど
け
な
さ
・
子
供
の
心
に
宿
っ
て
い
た
天
使
、
に
由
来
す
る
力
│
に
よ
っ

て
、
恋
人
の
「
あ
な
た
」
と
つ
な
が
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
の
喪
失
を
述
べ
る
言
葉
は
、
こ
れ
も
ま
た
「
青
い
海
黒
い
海
」
の
次
の

言
葉
と
呼
応
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
か
つ
て

0

0

0

あ
っ
た
幸
福
が
失
わ
れ
、
後
者
は
こ
れ
か
ら

0

0

0

0

、
そ
の
幸
福
を
求
め
に

ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
い
ま
の
、
つ
な
が
り
の
不
在
と
孤
独
を
見
つ
め
て
い
る
。

「
黒
い
海
を
見
て
ご
ら
ん
。
私
は
黒
い
海
を
見
て
ゐ
る
か
ら
、
私
は
黒
い
海
だ
。
あ
な
た
も
黒
い
海
を
見
て
ゐ
る
か
ら
、
私
の
心
の
世
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界
も
あ
な
た
の
心
の
世
界
も
、
こ
の
黒
い
海
だ
。
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
の
眼
の
前
で
こ
の
あ
な
た
と
私
と
の
二
つ
の
世
界
が
同
時
に
一

所
を
占
め
な
が
ら
、
一
向
ぶ
つ
つ
か
り
も
、
弾
き
合
ひ
も
し
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
衝
き
当
る
音
も
聞
え
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
。」（「
青
い
海
黒
い
海
」）

　

あ
な
た
と
い
つ
し
よ
に
行
く
と
こ
ろ
は
み
ん
な
、
私
は
一
度
前
に
行
つ
た
こ
と
が
あ
る
や
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

あ
な
た
と
い
つ
し
よ
に
す
る
こ
と
は
み
ん
な
、
一
度
前
に
し
た
こ
と
が
あ
る
や
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
だ
の
に
二
人
の
間
の
心
の
糸
が
ぷ
つ
り
と
切
れ
ま
し
た
や
う
に
│
ほ
ん
た
う
で
す
、
ピ
ア
ノ
の
Ｂ
音
を
叩
け
ば
ヴ
ア
イ
オ
リ

ン
の
Ｂ
音
が
答
へ
ま
す
、
音
叉
が
共
鳴
し
ま
す
、
魂
の
通
じ
合
ふ
の
も
ち
や
う
ど
そ
ん
な
風
で
あ
り
ま
せ
う
か
ら
、
あ
な
た
の
死
の
知

ら
せ
さ
へ
私
に
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
は
、
あ
な
た
か
私
か
ど
ち
ら
か
の
魂
の
受
信
局
に
故
障
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
し
た
で
せ
う

か
。（「
抒
情
歌
」）

川
端
の
象
徴
は
、
龍
枝
の
「
私
は
幾
千
年
も
の
間
に
幾
千
万
の
、
ま
た
幾
億
の
人
間
が
夢
み
た
り
願
つ
た
り
い
た
し
ま
し
た
こ
と
ば
か
り

を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
ち
や
う
ど
人
間
の
涙
の
一
粒
の
や
う
な
象
徴
抒
情
詩
と
し
て
、
こ
の
世
に
生
れ
た
女
か
と
思
は
れ

ま
す
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
幻
想
の
中
に
本
質
と
し
て
存
す
る
の
で
は
な
く
、
幻
想
を
得
る
状
況
が
極
ま
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
涙
は
そ

れ
自
体
に
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
が
、「
幾
億
の
」
人
間
の
嘆
き
を
背
負
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
生
と
は
認
識
の
苦
し
み

を
う
け
て
た
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
地
平
を
も
と
に
、「
抒
情
歌
」
も
「
青
い
海
黒
い
海
」
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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※
川
端
康
成
作
品
の
引
用
は
す
べ
て
『
川
端
康
成
全
集
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
六
〜
五
十
九
年
）
に
拠
る
。
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。

註i 

玉
村
周
「
こ
の
「
感
覚
活
動
」
全
体
を
一
瞥
す
れ
ば
、
こ
の
「
感
覚
活
動
」
が
「
強
き
主
観
」
を
一
つ
の
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

誰
し
も
分
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」。（「
横
光
利
一
に
於
け
る
〈
新
感
覚
〉
理
論
│
『
感
覚
活
動
』
の
解
釈
を
中
心
と
し
て
│
」『
国
語
と
国

文
学
』
昭
和
五
十
三
年
九
月
）。
玉
村
は
こ
の
記
述
の
あ
と
川
端
の
「
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
」
を
も
挙
げ
、
横
光
・
川
端
の
両
新
感
覚
派

理
論
に
つ
い
て
「《
新
感
覚
派
》
の
時
代
は
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
感
覚
や
、
実
感
で
あ
れ
ば
即
普
遍
に
通
じ
る
と
い
う
神
話
が
崩
壊
し
た
後
の
主

観
主
義
の
混
迷
の
時
代
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
示
唆
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
川
端
の
「
解
説
」
で
は
な
く
小
説
内
に
「
混
迷
」

が
あ
る
と
し
て
論
じ
た
い
。

ii 
 「「

文
芸
時
代
」の
こ
ろ
、私
は
新
感
覚
派
的
で
あ
ら
う
と
強
ひ
て
つ
と
め
た
と
こ
ろ
は
、確
か
に
あ
つ
た
。
し
か
し
、自
分
に
新
感
覚
派
の
才
質
、

た
と
へ
ば
横
光
や
中
河
与
一
の
や
う
な
、
ま
た
稲
垣
足
穂
の
や
う
な
新
感
覚
派
的
才
質
は
あ
る
の
か
と
い
ふ
、
自
己
疑
惑
は
絶
え
ず
あ
つ
た
。

ひ
そ
か
に
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
四
十
五
年
、
と
う
に
新
感
覚
派
な
ど
忘
れ
て
書
い
て
ゐ
る
が
、
ふ
と
考
へ
て
み
る
と
、
私
は
今

も
な
ほ
感
覚
に
多
く
頼
つ
て
書
い
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
横
光
は
す
で
に
世
を
去
つ
て
二
十
年
を
過
ぎ
た
が
、
む
か
し
の
新
感
覚
派

作
家
の
う
ち
で
、
私
は
最
も
執
念
深
く
新
感
覚
派
を
続
け
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
つ
て
み
た
り
す
る
。」（「
新
感
覚
派
」『
日
本
現
代
文

学
全
集
』
第
六
十
七
巻
「
新
感
覚
派
文
学
集
」（
昭
和
四
十
三
年
十
月
、
講
談
社
）
の
月
報
第
九
十
七
号
）
等
の
言
葉
も
あ
る
。

iii 
 「

あ
と
が
き
」『
伊
豆
の
踊
子
・
温
泉
宿　

他
四
篇
』
昭
和
二
十
七
年
二
月
、
岩
波
書
店

iv 

「
あ
と
が
き
」『
抒
情
歌
・
禽
獣
』
昭
和
二
十
七
年
六
月
、
岩
波
書
店

v 

こ
の
部
分
に
関
す
る
指
摘
は
仁
平
政
人
「
川
端
康
成
「
青
い
海
黒
い
海
」
論
│
言
葉
の
〈
速
度
〉
と
〈
遅
れ
〉」（『
川
端
康
成
の
方
法
―
二

〇
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
「
日
本
」
言
説
の
構
成
―
』
東
北
大
学
出
版
会
、
平
成
二
十
三
年
）
等
の
先
行
研
究
で
な
さ
れ
て
い
る
。

vi 

も
う
ひ
と
た
び
「
解
説
」
を
引
く
と
、
さ
き
ほ
ど
の
「
表
現
主
義
的
認
識
論
」
に
つ
づ
い
て
「
ダ
ダ
主
義
的
発
想
法
」
が
あ
る
。「
こ
の
分
析

法
を
用
ゐ
る
時
に
、
心
理
学
者
は
患
者
、
云
ひ
換
え
る
と
被
分
析
者
を
、
安
楽
椅
子
に
坐
ら
せ
た
り
、
寝
椅
子
に
横
た
は
ら
せ
た
り
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
夢
の
一
片
、
例
へ
ば
患
者
の
夢
の
中
に
蛇
が
現
は
れ
た
の
だ
と
す
る
と
、
そ
の
蛇
に
就
て
そ
の
時
心
に
浮
ん
で
来
る
も
の
を
、
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片
つ
端
か
ら
、
出
来
る
だ
け
早
く
、
何
の
秩
序
も
な
し
に
云
は
せ
る
。
蛇
の
連
想
を
自
由
に
述
べ
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
連
想
か
ら
、
こ
の

患
者
は
何
故
蛇
の
夢
を
見
た
か
と
云
ふ
心
的
経
過
を
洞
察
す
る
。
／
と
こ
ろ
が
私
た
ち
の
頭
の
中
の
想
念
は
、
常
に
こ
の
自
由
連
想
的
な
も

の
で
あ
る
。
精
神
分
析
者
が
、
患
者
を
出
来
る
だ
け
楽
な
姿
勢
に
置
い
て
、
目
を
瞑
ら
せ
る
の
は
、
患
者
の
空
想
力
を
自
由
に
解
放
す
る
た

め
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
も
ろ
も
ろ
の
物
の
姿
や
言
葉
が
と
り
と
め
も
な
く
浮
ん
で
は
消
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
頭
に
浮
ぶ
ま
ま
口
に
出

し
た
と
し
て
も
、
聞
く
者
に
は
殆
ど
無
意
味
な
譫
言
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
、
精
神
分
析
学
者
は
、
こ
の
と
り
と
め
も
な
い
自
由
連
想
に
、
心

理
洞
察
の
鍵
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
、ダ
ダ
イ
ス
ト
は
新
し
い
発
想
法
を
見
出
し
た
、と
私
は
思
ふ
の
で
あ
る
」。
川
端
は
、「
無
意
味
」

に
近
い
連
想
に
「
心
理
洞
察
」
の
余
地
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

vii 

昭
和
二
年
八
月
の
短
編
「
毛
眼
鏡
の
歌
」（『
若
草
』）
に
も
、
失
っ
た
女
性
を
幻
で
描
き
、
け
れ
ど
も
そ
の
幻
を
前
に
自
分
が
汚
れ
て
い
る
と

い
う
意
識
を
も
つ
主
人
公
が
、
最
終
的
に
「
天
地
に
み
つ
る
」
彼
女
を
感
じ
る
場
面
が
あ
る
。「
九
十
九
の
城
が
出
来
て
、
黒
髪
の
巡
礼
が
終

つ
た
時
に
、
き
み
子
は
自
分
の
も
の
に
な
る
だ
ら
う
か
。
／
す
る
と
、
彼
の
目
の
前
で
黒
髪
を
枕
の
上
に
拡
げ
て
ゐ
る
き
み
子
の
幻
が
、
彼

を
咎
め
る
や
う
に
ふ
と
眼
を
閉
ぢ
た
。（
中
略
）
そ
の
幻
を
見
る
自
分
の
眼
を
清
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
彼
は
白
紙
の
上
に
黒
髪
で
卵
形

の
輪
を
編
み
は
じ
め
た
。（
中
略
）そ
の
毛
眼
鏡
で
き
み
子
の
幻
を
見
よ
う
。
彼
女
の
黒
髪
を
彼
女
の
幻
を
見
る
自
分
の
眼
と
し
よ
う
。（
中
略
）

窓
の
下
に
寝
て
ゐ
る
き
み
子
の
幻
を
見
た
。
彼
女
の
姿
は
す
い
す
い
縮
ま
つ
て
、
青
い
水
の
中
へ
蠟
人
形
に
な
つ
た
。（
中
略
）
そ
し
て
最
後

に
、
彼
は
大
き
い
岩
の
上
に
う
づ
く
ま
つ
て
谷
川
を
眺
め
た
。（
中
略
）
彼
は
岩
の
や
う
に
動
か
な
か
つ
た
。
彼
は
岩
に
な
つ
た
。
き
み
子
の

眼
に
な
つ
た
。
川
瀬
が
彼
の
心
の
中
へ
流
れ
は
じ
め
た
。
川
瀬
が
き
み
子
に
な
つ
た
。
き
み
子
の
魂
は
水
に
溶
け
て
ひ
た
ひ
た
と
彼
の
か
ら

だ
を
流
れ
て
ゐ
た
。」


