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ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
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メ

一

　

ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
は
、
あ
ま
り
に
も
文
学
を
偏
愛
す
る
が
た
め
に
断
片
の
ほ
か
に
は
何
も
書
こ
う
と
は
し
な
い
作
家
の
、
そ
の
一
人
で
あ

っ
た
。
そ
ん
な
彼
の
裡
に
蠢
い
て
や
ま
ぬ
完
璧
へ
の
憧
憬
が
他
と
は
違
っ
た
独
特
な
蹉
跌
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
彼
に
も
っ
と
野
心
が
あ
れ
ば
、
あ

る
い
は
逆
に
も
っ
と
な
け
れ
ば
、
自
身
の
思
い
を
遂
げ
る
べ
く
様
々
に
健
筆
を
揮
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
絶
対
な
る
も
の
、
つ
ま
り
凡
そ
辿
り

着
け
ぬ
世
界
に
照
準
を
充
て
た
一
途
な
思
い
と
、
所
詮
文
学
は
文
学
で
し
か
な
い
の
だ
と
高
を
括
っ
た
な
し
崩
し
的
な
妥
協
へ
の
当
た
り
前
す
ぎ
る

侮
蔑
と
の
狭
間
で
、
彼
は
絶
え
ず
引
き
裂
か
れ
て
い
た
。
マ
ラ
ル
メ
の
様
々
な
理
論
を
最
終
的
に
は
現
実
に
使
え
る
理
論
へ
と
導
い
て
み
た
ま
え
、

そ
し
て
彼
の
様
々
な
能
力
を
そ
れ
ぞ
れ
等
分
に
し
て
弁
別
し
て
み
た
ま
え
。
す
る
と
そ
こ
に
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
現
れ
る
。
マ
ラ
ル
メ
が
ワ
ー
グ
ナ
ー

に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
彼
の
失
策
で
あ
る
。
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
現
に
実
在
し
て
い
た
人
物
だ
が
、
そ
の
彼
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
に
ワ
ー
グ
ナ
ー
を
完
璧
に
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全
う
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
マ
ラ
ル
メ
の
負
う
べ
き
責
め
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
う
、
完
璧
な
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
な
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
せ
い

ぜ
い
一
篇
か
二
篇
の
控
え
め
な
傑
作
と
し
て
正
式
に
詩
と
散
文
を
残
す
か
ど
う
か
な
ぞ
、
彼
に
と
っ
て
は
全
く
関
心
な
き
問
題
で
あ
っ
た
。
彼
が
夢

想
の
裡
に
視
た
の
は
あ
の
〈
大
い
な
る
作
品
〉
だ
っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
宗
教
を
凌
駕
す
る
新
し
い
芸
術
で
あ
る
が
、
そ
の
作
品
の
精
緻
な
る
形
式

は
必
ず
し
も
現
実
に
定
着
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

カ
チ
ュ
ー
ル
・
マ
ン
デ
ス
言
う
と
こ
ろ
の
「
難
解
な
作
家
」
マ
ラ
ル
メ
が
、
そ
の
品
格
が
ゆ
え
に
読
者
を
誘
い
出
し
た
く
な
っ
た
場
所
は
、
い
つ

も
「
花
々
で
飾
っ
た
迷
宮
」
と
自
ら
呼
ぶ
世
界
で
あ
っ
た
。
読
者
の
品
格
と
同
時
に
自
身
の
品
格
が
ゆ
え
に
彼
は
自
分
を
も
誘
い
た
く
な
っ
た
。
マ

ラ
ル
メ
が
理
解
し
に
く
い
の
は
、
人
と
違
っ
た
書
き
方
を
す
る
か
ら
だ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
と
は
違
っ
た
考
え
方
を
持
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
彼
の
精
神
の
在あ

り

様よ
う

は
捉
え
難
い
も
の
だ
っ
た
。
読
者
の
知
性
に
は
過
度
の
信
頼
を
寄
せ
て
頼
り
切
っ
て
い
た
も
の
の
、
彼
は
読
者
と

の
関
係
を
深
め
る
絆
す
ら
決
然
と
黙
殺
し
て
他
人
と
は
異
な
っ
た
内
な
る
精
神
の
存
在
性
を
強
調
し
た
。
人
気
を
博
す
る
の
が
狙
い
で
は
な
か
っ
た

の
で
、
多
く
の
作
家
が
す
る
よ
う
に
読
者
に
迎
合
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
。
結
局
は
無
理
し
て
ま
で
読
む
必
要
も
な
い
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
押
し

付
け
る
こ
と
も
気
を
配
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
話
し
を
す
る
と
き
の
彼
は
、
自
分
の
語
っ
た
こ
と
が
相
手
の
耳
に
届
い
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め

る
た
め
に
、
耳
を
澄
ま
す
こ
と
が
必
要
だ
と
も
適
切
だ
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。
意
味
不
明
な
表
現
だ
と
の
非
難
に
対
し
て
は
、
た
っ
ぷ
り
と
侮
蔑
を

込
め
な
が
ら
、
な
ん
と
字
の
読
め
な
い
連
中
が
山
ほ
ど
い
る
こ
と
だ
ろ
う
、
と
マ
ラ
ル
メ
は
遣
り
返
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
そ
こ
に
奇
を
衒
う
よ
う
な

風
変
わ
り
な
挿
入
句
、「
新
聞
を
除
い
て
は
ね
」
を
つ
け
加
え
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
作
品
を
真
に
理
解
す
る
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
時
々
お
目
に

か
か
る
こ
の
種
の
挿
入
句
は
、
そ
の
作
品
を
思
慮
深
く
節
度
に
充
ち
た
も
の
に
仕
立
て
上
げ
た
り
、
性
急
な
結
論
や
一
見
し
て
最
終
的
と
思
し
き
結

論
に
達
し
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
。
私
た
ち
の
時
代
に
あ
っ
て
マ
ラ
ル
メ
ほ
ど
、
文
学
の
高
潔
さ
に
芸
術
家
の
至
上
な
る
存
在
証
明
を
意
義
深
く

示
し
た
人
間
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
彼
は
、
恐
ら
く
賢
明
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
、
頑
な
に
し
て
気
高
く
筋
の
通
っ
た
筆
遣
い
を
発

揮
し
て
そ
の
証
明
を
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
芸
術
家
も
「
衆
目
を
集
め
る
道
化
」
に
自
身
を
造
り
上
げ
る
こ
と
、
自
身
の
赤
裸
な
魂
を
民
衆

の
笑
い
に
晒
け
出
す
こ
と
を
回
避
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
少
数
の
者
た
ち
が
生
き
て
い
る
こ
ち
ら
側

に
は
光
が
煌
め
き
、
多
数
の
者
た
ち
が
佇
む
向
う
側
に
は
雲
の
厚
く
垂
れ
込
め
て
い
る
と
い
っ
た
風
景
が
描
か
れ
た
得
も
言
わ
れ
ぬ
ヴ
ェ
ー
ル
を
、
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私
た
ち
の
時
代
の
い
っ
た
い
誰
が
織
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
託
は
多
く
の
意
味
を
孕
ん
だ
曖
昧
性
、
意
味
不
明
と
思
わ
れ
る
曖
昧
性
の
な
か
に
潜
む

幾
何
か
の
神
秘
を
覆
い
隠
し
て
い
る
叡
智
を
昔
か
ら
ず
っ
と
裡
に
秘
め
て
き
た
。
誇
り
高
き
文
学
者
が
多
く
の
本
を
書
い
た
後
で
さ
え
、〈
私
は
自

分
の
秘
密
を
隠
し
て
お
い
た
、
民
衆
に
は
自
分
の
本
音
を
明
か
し
は
し
な
か
っ
た
〉
と
言
い
お
お
せ
た
こ
と
、
も
は
や
こ
の
言
葉
こ
そ
最
も
美
事
な

墓
碑
銘
で
な
く
て
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

や
は
り
マ
ラ
ル
メ
に
は
、
確
か
に
、
次
の
よ
う
な
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
意
味
深
長
な
警
句
が
相
応
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

無
為
の
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
、
か
つ
て

お
ま
え
が
身
を
任
せ
た
な
ら
ば
禍
あ
れ
！

ひ
た
す
ら
文
学
に
人
生
を
捧
げ
て
彼
が
書
き
遺
し
た
も
の
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
僅
か
一
冊
の
小
詩
集
を
編
め
ば
足
り
る
ほ
ど
の
詩
（
確
か
、
全
部

で
百
篇
に
も
満
た
な
い
）
と
、
僅
か
一
冊
の
散
文
集
、
幾
つ
か
の
小
冊
子
、
そ
し
て
ポ
ー
の
詩
の
散
文
訳
で
あ
っ
た
。
他
の
詩
人
た
ち
が
あ
れ
ほ
ど

ま
で
に
必
要
と
し
て
い
る
詩
論
、
そ
し
て
私
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
さ
ほ
ど
の
注
意
も
払
わ
ず
詩
を
創
ろ
う
と
す
る
と
き
の
そ
の
導
き
手
と
し
て
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
貴
重
な
詩
論
に
、
マ
ラ
ル
メ
が
悲
運
に
も
宿
命
の
ご
と
く
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
難
解
な
考
え
方
は
さ
て
措
き
、
私
た

ち
は
心
惜
し
く
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
痛
惜
の
念
を
抱
く
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
の
作
品
群
の
な
か
に
は
幾
つ
か
の

傑
作
が
、
そ
う
、
私
た
ち
の
時
代
に
書
か
れ
た
詩
の
な
か
で
最
も
美
し
い
数
篇
の
詩
と
、
散
文
の
う
ち
で
極
め
て
繊
細
な
筆
遣
い
の
散
文
が
煌
め
い

て
い
る
か
ら
だ
。

　

ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
の
重
要
性
を
評
価
す
る
際
に
は
、
詩
と
散
文
は
言
う
に
及
ば
ず
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
後
発
世
代
の
詩
人
た
ち
に
自
ら

の
考
え
を
思
い
の
ま
ま
に
伝
え
て
い
た
あ
の
ロ
ー
マ
街
で
の
〈
火
曜
会
〉
も
ま
た
俎
上
に
載
せ
る
必
要
が
あ
る
。
か
つ
て
あ
の
四
階
ま
で
の
階
段
を

昇
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
一
種
オ
ラ
ン
ダ
風
の
凛
と
し
て
落
着
い
た
雰
囲
気
が
優
雅
に
漂
う
、
あ
の
狭
く
質
素
な
室
内
を
忘
れ
る
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
。
彫
刻
を
施
し
た
重
厚
な
家
具
、
背
の
高
い
時
計
、
壁
に
は
マ
ネ
や
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
描
い
た
肖
像
画
。
煙
草
の
匂
い
の
充
満
す
る
な



（4） アーサー・シモンズ『象徴主義者の文学思潮』について（Ⅴ） 109

か
、
陶
製
の
灰
皿
が
縦
に
横
に
彼
ら
の
手
元
へ
と
差
し
出
さ
れ
て
い
た
そ
の
テ
ー
ブ
ル
。
何
よ
り
も
あ
の
マ
ラ
ル
メ
の
揺
り
椅
子
は
記
憶
か
ら
消
え

去
る
こ
と
は
な
い
。
お
も
む
ろ
に
彼
は
そ
の
椅
子
か
ら
起
ち
上
が
っ
て
暖
炉
に
片
肘
を
つ
い
て
凭
れ
る
。
そ
の
と
き
、
一
方
の
紙
煙
草
を
持
っ
て
い

な
い
手
が
お
馴
染
み
の
仕
草
を
す
る
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
デ
ン
バ
ッ
ハ
の
言
い
得
て
妙
な
る
あ
の
表
現
、「
ど
こ
と
な
く
司
祭
を
髣
髴
と

さ
せ
る
よ
う
な
、
ど
こ
と
な
く
踊
り
子
を
髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
な
、
話
を
始
め
る
と
き
は
役
者
が
舞
台
に
昇
る
よ
う
な
」
仕
草
な
ど
、
そ
う
し
た
お

馴
染
み
の
仕
草
の
う
ち
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
ラ
ル
メ
は
私
た
ち
の
時
代
で
最
も
優
れ
た
話
し
手
の
一
人
だ
が
、
彼
の
他
に
も
多
く
い
る
話

し
上
手
な
人
間
と
は
違
い
、
決
し
て
ひ
と
り
で
喋
り
通
す
こ
と
も
な
く
来
客
に
は
自
由
に
会
話
が
で
き
る
余
裕
を
与
え
た
り
、
た
と
え
そ
の
話
題
が

取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
手
際
よ
く
そ
れ
に
対
応
し
た
り
し
て
、
た
と
え
ど
ん
な
生
地
が
提
し
出
さ
れ
て
も
、
ど
ん
な
刺
繍
台
が
与
え
ら
れ

て
も
会
話
の
刺
繍
を
そ
こ
に
織
り
込
み
な
が
ら
、
自
分
固
有
の
理
論
と
響
き
合
う
よ
う
に
し
て
い
た
。
完
璧
な
曲
芸
師
の
や
や
遠
慮
が
ち
な
素
っ
気

無
さ
を
見
せ
な
が
ら
も
眼
を
見
張
る
よ
う
な
妙
技
を
駆
使
し
て
、
さ
ら
に
は
並
外
れ
て
鷹
揚
な
物
腰
を
し
て
マ
ラ
ル
メ
の
知
性
は
発
揮
さ
れ
た
わ
け

だ
が
、
も
し
も
そ
の
鷹
揚
さ
が
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
す
ぐ
さ
ま
抜
け
目
な
く
反
応
す
る
精
神
構
造
を
備
え
た
即
席
詩
人
が
野
心
に
駆
ら
れ
て

創
っ
た
詩
で
殆
ん
ど
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
に
燻
っ
て
い
る
埃
を
た
だ
払
い
除
け
て
い
る
だ
け
だ
と
思
え

た
が
、
実
の
と
こ
ろ
幾
ら
か
手
を
加
え
て
彼
ら
の
考
え
に
驚
く
ほ
ど
の
光
輝
を
添
え
、
そ
う
し
て
そ
の
輝
け
る
考
え
を
彼
ら
の
も
と
へ
と
送
り
返
す

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
幾
何
か
し
て
よ
う
や
く
人
は
、
そ
の
考
え
が
自
分
を
眩
惑
さ
せ
ず
に
光
を
一
体
ど
こ
に
充
て
よ
う
と
し
た
の
か
、
さ
ら
に

は
そ
う
し
た
輝
け
る
考
え
に
自
分
が
こ
れ
ま
で
関
っ
た
こ
と
の
い
か
に
僅
か
で
あ
っ
た
こ
と
か
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て

も
、
そ
こ
に
は
同
志
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
常
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
偉
大
な
詩
人
と
志
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
た
気
概
で
あ
っ
た
。
少

な
く
と
も
そ
こ
に
い
る
間
は
、
間
違
い
な
く
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
思
い
が
自
分
を
高
揚
さ
せ
て
芸
術
へ
と
よ
り
近
づ
か
せ
た
の
だ
と

人
は
推
断
し
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
文
学
を
創
り
あ
げ
て
い
る
二
つ
の
世
代
の
う
ち
、
若
い
世
代
の
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、〈
火
曜
会
〉
は
貴
重
こ
の
う
え
な
い
存
在
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
私
に
は
思
え
る
。
人
を
上
機
嫌
に
さ
せ
よ
う
と
心
底
か
ら
暖
か
く
い
つ
も
迎
え
ら
れ
た
若
き
イ
ギ
リ
ス
人
の
体
験
か
ら
し
て

み
て
も
、
確
か
に
他
に
例
を
見
な
い
独
特
な
集
ま
り
で
あ
っ
た
。
芸
術
が
、
い
や
文
学
が
こ
こ
な
ら
で
は
の
独
特
な
雰
囲
気
を
、
言
う
な
れ
ば
宗
教
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的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
た
家
が
あ
っ
た
の
だ
。
少
し
は
威
厳
を
見
せ
な
が
ら
も
飾
り
気
の
な
い
家
の
主
人
は
司
祭
で
あ
っ
た
。
本
の
価
格
が

話
題
に
上
る
こ
と
も
、
あ
る
人
気
作
家
が
最
新
作
で
儲
け
た
数
千
フ
ラ
ン
も
の
金
額
が
口
に
出
さ
れ
る
こ
と
も
、
つ
い
ぞ
私
は
聞
い
た
例た

め
しが

な
い
。

こ
の
唯
一
な
る
文
学
の
館
で
は
、
文
学
が
商
売
と
し
て
成
り
立
つ
こ
と
な
ど
考
え
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
こ
の
部
屋
で
議
論
さ
れ

た
問
題
は
本
質
的
な
問
題
以
外
に
は
少
な
く
と
も
マ
ラ
ル
メ
に
採
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
導
き
の
手
と
し
て
差
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
つ

ま
り
芸
術
に
つ
い
て
抽
象
的
に
思
索
す
る
こ
と
、
一
冊
の
本
へ
と
結
実
す
る
ま
え
に
文
学
に
つ
い
て
思
索
を
巡
ら
す
こ
と
、
そ
し
て
人
生
の
そ
れ
ぞ

れ
に
面
白
お
か
し
な
糸
が
芸
術
作
品
の
ね
た
を
紡
ぎ
出
す
よ
う
な
実
人
生
に
思
索
を
巡
ら
す
こ
と
、
こ
う
し
た
本
質
的
な
問
題
以
外
は
採
り
あ
げ
ら

れ
な
か
っ
た
。
折
悪
し
く
も
あ
る
椿
事
か
ら
会
話
が
や
た
ら
と
一
方
に
だ
け
流
さ
れ
て
し
ま
い
（
た
ぶ
ん
そ
れ
は
彼
か
ら
す
れ
ば
迷
惑
も
甚
だ
し
い

こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
）、
し
ば
し
下
世
話
な
次
元
に
及
ん
だ
り
し
た
と
き
、
そ
の
喧
し
い
一
時
が
過
ぎ
去
る
ま
で
僅
か
に
忍
従
し
つ
つ
も
見
る
か
ら

に
不
安
気
に
紙
煙
草
を
黙
っ
て
巻
き
な
が
ら
や
り
過
ご
す
マ
ラ
ル
メ
、
そ
れ
が
彼
の
人
を
気
遣
う
丁
重
な
流
儀
で
あ
っ
た
。

　
人
騒
が
せ
な
場
面
は
他
に
も
屢
々
あ
っ
た
。
い
ま
想
い
出
さ
れ
る
の
は
、
夜
も
か
な
り
遅
く
な
っ
て
ド
・
エ
レ
デ
ィ
ア
氏
が
闖
入
し
て
き
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
晩
餐
会
を
終
え
て
や
っ
て
来
た
彼
は
夜
会
服
も
は
ち
切
れ
そ
う
に
、
な
ん
と
、
あ
の
マ
ラ
ル
メ
お
気
に
入
り
の
椅
子
に
ど
っ

か
と
腰
を
下
ろ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
彼
は
か
な
り
上
機
嫌
で
舌
が
よ
く
ま
わ
り
顔
も
紅
潮
し
て
絶
頂
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ラ
ル
メ
は
会
え
た

こ
と
を
確
か
に
喜
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
喧
し
い
そ
の
大
声
が
彼
の
神
経
に
些
か
こ
た
え
、
そ
の
う
え
椅
子
に
座
ら
な
い
の
で
何
を
ど
う
し
た
ら
い

い
の
か
彼
は
途
方
に
暮
れ
て
い
た
。
ま
る
で
お
気
に
入
り
の
場
所
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
猫
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
部
屋
の
な
か
を
落
ち
着
き
な
く
彷う

ろ
つ徨

い
て
は
食
器
棚
に
肘
を
ぎ
こ
ち
な
く
凭
せ
か
け
た
り
し
て
、
見
る
か
ら
に
所
在
無
げ
に
困
り
果
て
て
い
た
。

　〈
火
曜
会
〉
に
よ
く
参
加
し
た
者
た
ち
の
う
ち
で
、
も
は
や
若
い
と
は
言
え
な
い
者
も
幾
ら
か
い
た
が
、
若
者
た
ち
の
立
振
舞
い
は
確
か
に
弟
子

と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
決
し
て
マ
ラ
ル
メ
は
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
強
要
し
な
か
っ
た
し
、
そ
う
し
た
彼
ら
の
姿
勢
に
気
づ
い
て
も
い
な
い
よ
う

だ
っ
た
。
と
は
言
え
、
弟
子
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
は
や
は
り
彼
に
と
っ
て
は
大
切
な
こ
と
で
あ
っ
た
、
若
者
た
ち
に
と
っ
て
最
も
良
い
意
味
で
重
要

で
あ
っ
た
よ
う
に
。
彼
は
無
関
心
の
窮
み
を
尽
く
し
て
芸
術
を
愛
し
た
。
実
際
に
師
匠
で
あ
り
た
い
と
望
ん
だ
の
は
一
重
に
芸
術
の
た
め
で
あ
っ

た
。
と
い
う
の
も
彼
は
若
者
に
伝
授
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
を
承
知
し
て
い
た
が
、
そ
の
彼
ら
が
知
る
に
値
す
る
詩
の
奥
義
は
す
で
に
見
つ
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け
出
し
て
い
て
、
ま
た
自
分
の
話
に
耳
を
傾
け
て
い
た
若
者
た
ち
に
あ
る
程
度
ま
で
永
く
根
づ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
詩
的
態
度
も
す
で
に

見
出
し
て
い
た
こ
と
を
彼
は
承
知
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
種
自
由
な
る
年
季
奉
公
は
、
直
接
い
た
だ
い
た
口
添
え
の
な
か
に
、
あ
る

い
は
作
品
と
な
る
原
型
に
然
る
べ
き
何
か
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
が
、
そ
の
悉
く
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
ほ
ど
崇
高
な
影
響
力
を
秘
め
持
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
た
。
マ
ラ
ル
メ
の
穏
や
か
な
が
ら
も
労
苦
の
絶
え
な
い
人
生
は
、
彼
ら
の
う
ち
の
数
人
に
と
っ
て
は
、
芸
術
が
ど
こ
と
な
く
性
急
に
し
て
浮

つ
い
た
思
入
れ
も
露
わ
に
讃
美
さ
れ
て
い
る
『
ダ
ル
ク
ー
ル
』
や
『
居
酒
屋
』
に
登
場
す
る
あ
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
気
儘
な
人
生
と
唯
一
均
衡
を
保
つ

こ
と
が
で
き
た
。
静
ま
り
か
え
っ
た
あ
の
部
屋
か
ら
漂
い
来
て
心
を
鎮
め
て
く
れ
る
霊
妙
な
力
と
い
い
、
卓
越
性
を
求
め
て
私
心
を
棄
て
た
野
心
と

い
い
、
で
き
得
る
限
り
の
完
璧
さ
を
も
っ
た
そ
れ
独
自
の
手
法
で
マ
ラ
ル
メ
に
拮
抗
で
き
る
ほ
ど
の
、
少
な
く
と
も
一
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
、
一
ペ
ー

ジ
足
ら
ず
の
散
文
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
決
意
と
い
い
、
こ
う
し
た
こ
と
を
抱
え
ず
し
て
マ
ラ
ル
メ
邸
を
後
に
す
る
の
は
果
た
し
て
あ
り

得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

二

　
「
詩
と
は
危
機
的
な
状
況
か
ら
涌
き
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
」
と
か
つ
て
マ
ラ
ル
メ
は
言
っ
た
。
彼
の
詩
は
ど
れ
も
が
移
ろ
い
ゆ
く
途
上
で
捉
え

ら
れ
た
儚
い
恍
惚
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
こ
の
恍
惚
は
単
に
心
の
本
能
的
な
叫
び
、
た
と
え
ば
人
間
の
単
純
な
喜
び
と
か
悲
し
み
と
い
っ
た
類
い
の
も

の
で
は
な
い
。
マ
ラ
ル
メ
は
高
踏
派
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
そ
う
し
た
心
の
叫
び
を
詩
の
な
か
に
認
め
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も

同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
マ
ラ
ル
メ
の
恍
惚
は
何
か
気
配
の
漂
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
な
が
ら
、
一
篇
の
詩
に
結
実
す
る
道
程
の
な
か
で
純
粋
な
美
に

変
容
し
て
情
緒
や
感
情
を
精
神
的
な
も
の
へ
と
転
位
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
一
行
ず
つ
殆
ん
ど
逐
語
的
に
翻
訳
し
た
次
の
詩
は
、
繊

細
な
情
感
と
漠
と
し
て
予
見
さ
れ
た
人
物
と
、
そ
れ
に
魔
法
の
よ
う
に
顕
れ
る
風
景
と
が
相
俟
っ
て
一
つ
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

た
め
い
き
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心
優
し
い
妹
よ
、
私
の
魂
は
、
早
く
も
赤
茶
け
た
葉
の
散
り
染
め
る
秋
が

僅
か
に
し
か
悲
し
み
を
寄
せ
ぬ
お
ま
え
の
額
に
、

天
使
の
ご
と
く
お
ま
え
の
瞳
の
さ
ま
よ
え
る
空
に
む
か
っ
て

昇
っ
て
い
く
、
さ
な
が
ら
憂
愁
の
庭
の
心
清
ら
な
噴
水
が

白
く
溜
息
ま
じ
り
に
青
い
空
へ
昇
っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
！

悲
し
み
の
十
月
が
知
っ
て
い
た
蒼
白
く
も
純
粋
な
青
い
空
へ
と
。

そ
の
と
き
、
蒼
穹
は
気
怠
い
無
限
を
深
き
水
底
に
映
し
出
し
、

白
い
波
間
に
苦
闘
す
る
葉
群
れ
は

潮
に
吹
き
捲
く
ら
れ
つ
つ
灰
褐
色
の
冷
た
い
澪
を
残
し
て
漂
う
。

そ
こ
に
は
、
弥
果
の
光
を
永
く
曳
き
つ
つ
黄
金
色
の
陽
が
た
ゆ
た
っ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
次
の
詩
の
ほ
う
が
自
然
に
幾
ら
か
寄
り
添
っ
て
い
る
。
と
は
言
え
、
ど
れ
ほ
ど
細
や
か
な
心
配
り
と
、
ど
れ
ほ
ど
思
い
も
よ
ら
ぬ
目
新
し

さ
を
も
っ
て
、
こ
の
詩
は
眼
前
の
事
象
と
躊
躇
い
も
な
く
う
ち
解
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

海
の
風

あ
わ
れ
、
肉
体
は
悲
し
く
！　

本
は
す
べ
て
読
み
尽
く
し
た
。

翔
べ
、
ひ
た
す
ら
に
翔
べ
！　

熱
狂
に
駆
ら
れ
て

泡
立
つ
海
の
測
り
知
れ
ぬ
底
を
往
き
、

蒼
穹
へ
と
辿
ろ
う
と
す
る
鳥
た
ち
を
私
は
感
じ
取
る
。

何
も
か
も
、
そ
う
、
眼
に
浮
ぶ
在
り
し
日
の
庭
園
も
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喜
び
を
海
面
に
浸
し
て
い
る
こ
の
心
で
さ
え
も
留
め
て
は
く
れ
な
い
、

お
お　

夜
た
ち
よ
！　

そ
の
寂
し
げ
な
光
が
虚
ろ
な
紙
片
に
影
を
落
と
す
が
、

そ
の
純
白
こ
そ
優
れ
た
我
が
明
滅
す
る
ラ
ン
プ
も

幼
子
を
胸
元
で
あ
や
す
若
い
妻
も
、
留
め
て
は
く
れ
な
い
。

さ
あ
、
旅
立
と
う
。
お
お　

艫
綱
と
帆
柱
の
揺
ら
め
く
船
よ
、

遥
か
な
る
異
郷
の
地
へ
錨
を
揚
げ
よ
！

無
慈
悲
な
希
望
に
疲
弊
し
た
倦
怠
は
、
な
お
も

惜
別
の
ハ
ン
カ
チ
の
最
後
の
揺
ら
め
き
に
纏
わ
り
つ
く
。

か
く
し
て
嵐
を
呼
ぶ
あ
の
帆
柱
た
ち
も
、

覚
醒
の
疾
風
が
難
破
の
海
原
へ
と
折
り
曲
げ
る
帆
柱
た
ち
も
、

じ
き
に
沈
み
ゆ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
帆
も
船
も
華
や
ぐ
小
島
も
。

し
か
し
、
お
お　

我
が
心
よ　

聴
け
、
お
ま
え
よ　

水
夫
た
ち
の
歌
を
聴
け
！

　

二
篇
の
詩
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
比
較
的
初
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
頃
の
マ
ラ
ル
メ
は
ま
だ
自
身
の
光
を
あ
の
雲
の
な
か
へ
送
り
込
ん
で
は

い
な
か
っ
た
。
加
え
て
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
散
文
詩
の
う
ち
で
た
ぶ
ん
最
も
絶
妙
な
作
品
を
こ
こ
に
翻
訳
し
て
み
よ
う
。

秋
の
嘆
き

　

マ
リ
ア
が
私
を
お
い
て
他
の
星
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
（
ど
の
星
だ
っ
た
か
、
オ
リ
オ
ン
か
、
ア
ル
タ
イ
ル
か
、
お
ま
え

よ
、
緑
の
金
星
だ
ろ
う
か
）、
私
は
そ
れ
以
来
ず
っ
と
孤
独
を
暖
め
て
き
た
。
長
い
一
日
を
ど
れ
ほ
ど
独
り
猫
と
だ
け
過
ご
し
て
き
た
こ
と

か
。「
独
り
」
だ
け
と
は
、
有
形
の
存
在
物
は
伴
わ
ぬ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
私
の
猫
は
神
秘
的
な
伴
侶
に
し
て
一
個
の
精
霊
な
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
私
は
長
い
一
日
一
日
を
独
り
で
猫
と
と
も
に
、
そ
う
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
頽
廃
期
に
お
け
る
最
後
の
作
家
の
一
人
と
と
も
に
過
ご
し
た
と

言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
の
真
白
き
乙
女
が
こ
の
世
を
去
っ
て
以
来
、
不
思
議
に
も
奇
妙
に
も
、
私
は
「
衰
退
」
と
い
う
一
語
で
要
約
さ

れ
る
す
べ
て
を
愛
し
て
き
た
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
一
年
の
う
ち
で
私
が
気
に
入
っ
て
い
る
季
節
は
、
ま
さ
に
秋
の
訪
れ
よ
う
と
す
る
前
の
あ
の

気
怠
い
日
々
で
あ
り
、
一
日
の
な
か
で
私
が
散
歩
に
出
か
け
る
時
間
は
、
薄
れ
か
け
る
ま
え
夕
陽
が
灰
色
の
壁
に
黄
銅
色
の
光
を
、
窓
ガ
ラ
ス

に
赤
銅
色
の
光
を
じ
り
じ
り
と
照
り
返
し
て
い
る
時
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
が
ゆ
え
に
、
私
の
魂
が
歓
喜
を
求
め
る
そ
の
文
学
と
は
、
ロ
ー
マ

帝
国
終
焉
期
の
死
に
瀕
し
た
詩
歌
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
詩
歌
は
蛮
族
の
回
生
す
る
方
法
を
一
切
呼
吸
せ
ず
、
ま
た
初
期

キ
リ
ス
ト
教
散
文
の
稚
拙
な
ラ
テ
ン
語
を
ぎ
こ
ち
な
く
語
ら
な
け
れ
ば
の
話
で
あ
る
が
。

　

こ
う
し
て
私
は
愛
し
い
詩
篇
の
一
つ
を
朗
誦
し
た
（
そ
の
詩
の
頬
紅
色
し
た
筆
致
は
青
春
の
瑞
々
し
い
頬
よ
り
も
私
を
魅
了
す
る
の
で
あ

る
）、
そ
う
し
て
片
方
の
手
を
猫
の
尨
毛
の
な
か
に
埋
め
た
。
そ
の
と
き
バ
ル
バ
リ
ー
風
琴
が
窓
の
下
で
物
憂
げ
に
歌
い
出
し
た
。
風
琴
は
ポ

プ
ラ
並
木
の
ず
っ
と
遠
く
ま
で
鳴
り
響
い
て
い
た
。
こ
れ
を
最
後
に
、
マ
リ
ア
が
か
細
い
蝋
燭
の
灯
に
守
ら
れ
て
そ
の
路
を
往
っ
て
か
ら
と
い

う
も
の
、
ポ
プ
ラ
の
葉
は
春
で
さ
え
も
私
に
は
悲
し
げ
に
見
え
る
。
そ
う
、
悲
し
き
人
た
ち
の
楽
器
な
の
で
あ
る
、
確
か
に
。
ピ
ア
ノ
は
煌
び

や
か
響
き
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
は
人
の
裂
か
れ
た
神
経
を
明
る
み
の
も
と
へ
と
運
ん
で
く
れ
る
が
、
こ
の
バ
ル
バ
リ
ー
風
琴
は
追
憶
の
薄
明
に
絶

望
の
夢
を
私
に
視
さ
せ
た
。
そ
れ
は
浮
か
れ
た
低
俗
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
た
と
え
ば
町
外
れ
の
人
情
を
陽
気
に
さ
せ
る
時
代
遅
れ
の
軽
薄
な
曲
を

囁
い
て
い
た
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
か
そ
の
繰
り
返
す
旋
律
が
私
の
魂
そ
の
も
の
に
触
れ
て
ま
る
で
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
バ
ラ
ー
ド
を
聴
く
か
の
よ

う
に
私
を
泣
か
せ
た
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
曲
に
す
っ
か
り
聴
き
ほ
れ
て
し
ま
い
一
銭
の
お
金
も
窓
か
ら
投
げ
て
や
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
は
、
曲
に
浸
っ
て
い
る
思
い
を
裁
ち
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
楽
器
が
自
分
か
ら
歌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
気

が
つ
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
韻
文
と
散
文
に
見
る
二
つ
の
特
徴
、
美
し
く
澄
ん
だ
詩
篇
と
後
期
作
品
の
く
す
ん
だ
暗
さ
と
の
間
に
は
、
一
篇
か
二
篇
の
、
た
ぶ
ん

最
高
傑
作
の
詩
が
現
れ
出
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
明
澄
さ
は
も
は
や
「
第
二
の
美
質
」
で
あ
っ
て
、
朧
げ
な
も
の
の
極
致
が
そ
の
比
類
も
な
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く
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。『
牧
神
の
午
後
』
と
『
エ
ロ
デ
ィ
ヤ
ー
ド
』
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
形
で
イ
ギ
リ
ス
の
読
者
に
す
で
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。
前
者
は
ゴ
ス
氏
に
よ
っ
て
詳
細
な
分
析
が
施
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
私
が
『
サ
ヴ
ォ
イ
』
の
最
終
号
で
翻
訳
し
た
。
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ

で
は
、
こ
の
二
篇
の
詩
に
お
い
て
マ
ラ
ル
メ
は
ま
さ
に
自
分
の
願
い
が
か
な
え
ら
れ
る
瞬
間
に
立
ち
会
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
詩
人
の
最
も
完
璧
な

作
品
は
そ
の
最
終
的
な
完
成
に
お
い
て
完
璧
な
音
楽
と
な
る
べ
き
だ
」
と
い
う
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
理
想
に
達
し
た
瞬
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
言
葉
も
、
焔
の
よ
う
な
輝
き
を
ぱ
っ
と
撒
き
散
ら
し
て
は
撤
収
す
る
一
個
の
宝
石
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
イ
メ
ー
ジ
も
一
つ
の
象
徴
で
あ

る
。
か
く
し
て
詩
全
体
は
眼
に
見
え
る
音
楽
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
期
を
過
ぎ
る
と
、
あ
の
宿
命
と
し
て
の
「
最
期
」
が
始
ま
る
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
奇
異
な
考
え
を
抱
い
た
り
、
あ
ま
り
に
現
実
離
れ
し
た
夢
を
視
た
り
、
取
り
留
め
も
な
く
彷
徨
い
ゆ
く
美
を
追
求
し
て
き
た

殆
ん
ど
の
芸
術
家
に
訪
れ
る
「
最
期
」
で
あ
る
。
マ
ラ
ル
メ
は
以
前
か
ら
ず
っ
と
次
の
こ
と
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
自
覚
し
て
い
た
。
凡
そ
書
物
を
世
に

出
す
と
い
う
こ
と
は
「
沈
黙
す
る
が
た
め
に
自
ら
を
控
え
目
な
姿
勢
へ
と
企
投
す
る
に
殆
ん
ど
等
し
い
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
額
に
皺
を
寄
せ

て
観
念
と
対
峙
し
て
い
く
た
め
に
、
座
業
か
ら
生
れ
た
夢
を
打
ち
壊
し
て
そ
の
握
り
拳
を
緩
め
る
こ
と
」
は
結
局
、
自
分
自
身
を
独
自
に
構
築
す
る

に
あ
た
っ
て
は
要
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
存
在
を
一
般
大
衆
に
納
得
さ
せ
る
だ
け
で
し
か
な
い
姑
息
な
や
り
方
に
す
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
「
凡

そ
破
格
な
こ
と
を
す
る
の
を
控
え
る
権
利
」
を
獲
得
し
た
と
思
っ
た
と
き
、
彼
は
重
ね
て
沈
黙
に
身
を
捧
げ
た
の
で
あ
る
。
身
を
落
と
し
て
ま
で
も

の
を
書
く
こ
と
の
殆
ん
ど
な
か
っ
た
マ
ラ
ル
メ
は
、
い
ま
や
自
分
自
身
の
た
め
に
だ
け
、
そ
し
て
外
部
の
邪
魔
立
て
か
ら
は
確
実
に
身
を
守
る
よ
う

に
し
て
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
。
英
語
に
お
い
て
は
、
メ
レ
デ
ィ
ス
の
詩
の
幾
つ
か
と
彼
の
散
文
に
時
々
見
ら
れ
る
一
節
だ
け
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
後

期
の
散
文
と
詩
に
漂
う
朧
げ
な
趣
き
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
私
と
し
て
は
、
そ
の
詩
を
翻
訳
す
る
の
は
難
し
い
と
思
う
。
そ
こ
で
マ
ラ
ル
メ
の
散
文

か
ら
、
幾
つ
か
の
断
片
を
翻
訳
し
て
み
よ
う
。
そ
の
断
片
は
理
論
的
な
文
章
作
法
に
つ
い
て
論
じ
た
『
詩
と
散
文
』
と
『
逍
遥
集
』
の
二
冊
に
収
め

ら
れ
て
あ
る
が
、
そ
の
散
文
に
あ
っ
て
は
一
部
に
は
ラ
テ
ン
語
を
、
ま
た
一
部
に
は
英
語
を
絡
ま
せ
た
文
章
構
成
を
配
し
て
思
考
の
窮
極
的
な
明
晰

さ
が
ま
さ
に
微
光
を
放
っ
て
私
た
ち
の
も
と
に
伝
わ
っ
て
来
る
。
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三

　

単
な
る
言
葉
の
羅
列
に
す
ぎ
ぬ
文
学
、
つ
ま
り
「
死
に
繫
縛
さ
れ
た
肉
体
」
に
あ
っ
て
苛
立
た
し
く
も
抑
圧
し
て
い
る
も
の
か
ら
、
文
学
の
魂
を

解
放
し
よ
う
と
す
る
不
可
能
を
ひ
た
す
ら
熱
望
し
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
、
ま
さ
に
マ
ラ
ル
メ
の
卓
越
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
葉
と
は
、
霊
の

自
在
な
る
息
遣
い
を
書
き
留
め
た
も
の
と
し
て
だ
け
価
値
が
あ
る
の
だ
と
彼
は
実
感
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
言
葉
は
適
切
に
選
び
抜
い
て
言
葉
同
志
が
反

響
し
共
鳴
す
る
よ
う
に
注
意
を
極
端
な
ま
で
に
払
っ
て
操
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
、
言
葉
そ
れ
自
体
の
た
め
で
は
な
く
、
暗
示
に
よ
る

以
外
に
言
葉
が
表
現
で
き
な
い
も
の
と
し
て
操
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
あ
ら
ゆ
る
魂
は
一
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
メ
ロ
デ

ィ
ー
が
改
め
て
創
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
に
設
え
た
フ
ル
ー
ト
と
ヴ
ィ
オ
ラ
は
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
る
」
と
彼
は
語
っ
た
。

言
葉
が
、
彼
の
言
う
よ
う
に
、
一
種
「
憧
憬
の
念
」
を
も
っ
て
現
に
表
出
さ
れ
た
と
き
、
言
葉
は
深
い
意
味
の
な
か
で
見
凝
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
地
平
に
あ
っ
て
言
葉
は
生
け
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
実
在
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
幻
想
そ
の
も
の
と
し
て
、
別
言
す
れ
ば
少
な
く
と
も
あ

る
何
か
を
喚
起
す
る
よ
う
な
媚
薬
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
彼
の
望
む
よ
う
な
言
葉
が
選
ば
れ
る
と
き
、
も
は
や
言
葉
は
彼
に
と
っ
て
解
放
へ
の
指
針

と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
指
針
に
よ
っ
て
言
葉
の
精
気
が
物
質
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
。
か
く
し
て
言
葉
は
形
相
を
帯
び
、
た
ぶ
ん
不
滅
性
を
纏
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
普
通
に
言
葉
を
用
い
る
と
き
で
さ
え
見
ら
れ
る
不
自
然
さ
と
い
い
、
こ
れ
ま
で
使
わ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
言
葉
を

用
い
た
が
ゆ
え
に
生
じ
る
あ
の
一
見
す
る
と
不
自
然
に
思
え
る
も
の
と
い
い
、
さ
ら
に
は
言
語
の
純
粋
性
を
不
可
能
に
も
妄
想
し
て
追
い
求
め
る
あ

の
姿
勢
と
い
い
、
す
べ
て
は
、
言
葉
が
最
も
よ
く
機
能
し
て
い
る
場
合
で
す
ら
凡
そ
満
足
の
ゆ
か
な
い
不
満
を
逆
説
と
な
っ
て
露
わ
に
し
た
表
徴
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
言
葉
を
澱
み
な
く
操
る
作
家
た
ち
は
、
言
葉
の
重
要
性
な
ぞ
顧
み
な
い
よ
う
だ
が
、
自
身
の
表
現
に
は
無
自
覚
に
も
自
信
が
あ
っ

た
の
で
そ
ん
な
ふ
う
に
操
る
わ
け
で
あ
る
。
徹
底
し
た
思
想
家
や
精
緻
を
極
め
た
夢
想
家
な
ら
ば
、
最
大
の
意
を
尽
く
し
て
選
ん
だ
言
葉
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
よ
う
な
自
信
を
置
く
こ
と
は
で
き
ま
い
。
言
語
が
も
つ
手
の
込
ん
だ
当
意
即
妙
な
魔
術
に
よ
っ
て
、
結
局
は
在
り
得
ぬ
こ
と
の
描
写
に
関

す
る
定
式
な
ど
持
た
な
い
で
あ
る
何
か
を
喚
起
す
る
こ
と
、
そ
し
て
自
身
を
語
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
自
身
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
マ
ラ
ル
メ
の

初
め
か
ら
絶
え
ず
詩
と
散
文
に
求
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
し
て
彼
は
、
ま
す
ま
す
錯
綜
す
る
大
地
を
幻
の
ご
と
く
彷
徨
い
つ
つ
手
招
き
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す
る
こ
の
蝶
、
つ
ま
り
夢
み
が
ち
な
魂
を
捜
し
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
蝶
は
、
陽
の
あ
た
ら
ぬ
遥
か
遠
く
の
深
い
森
の
な
か
へ
幾
度
と
な
く
彼
を

導
い
て
い
っ
た
。
捜
し
求
め
て
き
た
も
の
が
つ
い
に
見
つ
か
っ
た
な
ど
と
は
、
凡
そ
言
え
ま
い
。
し
か
し
、
探
求
す
る
姿
勢
と
は
い
か
に
勇
敢
で
あ

る
こ
と
か
、
し
か
も
探
求
す
る
な
か
で
素
晴
し
い
発
見
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
（
こ
の
こ
と
を
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
よ
う
か
）。

　

彼
に
し
か
見
ら
れ
な
い
重
み
が
私
の
思
惑
に
見
合
っ
た
も
の
と
な
る
よ
う
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
マ
ラ
ル
メ
が
詩
を
書
く
そ
の

作
法
と
、
詩
が
次
第
に
難
解
と
な
っ
て
い
き
理
解
の
域
を
超
え
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
そ
の
理
由
と
は
、
私
な
り
に
理
解
し
て
い
る
と
思
う
。
は
っ
き

り
と
名
指
す
こ
と
は
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仄
め
か
す
こ
と
は
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
と
彼
が
唱
え
る
詩
の
原
理
を
想
い
返
し
て
み
た
ま
え
。
さ

ら
に
次
の
こ
と
を
心
に
留
め
て
お
き
た
ま
え
。「
樹
々
の
鬱
蒼
と
繁
る
そ
れ
本
来
の
深
い
森
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
森
の
恐
怖
、
つ
ま
り
葉
叢
に
漂

う
音
な
き
雷
鳴
の
恐
怖
」
と
い
っ
た
類
い
以
外
の
も
の
が
詩
に
含
ま
れ
る
と
マ
ラ
ル
メ
は
そ
れ
を
咎
め
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
森
に
分
け
入
っ
た

と
き
彼
は
内
な
る
感
覚
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
森
の
恐
怖
で
あ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
感
覚
は
頭
の
な
か
で
初
め
は
絶
対
に
言
葉
を
伴
わ
ず
に
た
ぶ

ん
一
つ
の
リ
ズ
ム
だ
け
を
創
り
だ
す
。
す
で
に
思
考
は
そ
の
独
特
な
意
識
を
見
出
そ
う
と
奮
闘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
徐
々
に
思
考
は
自
身
を
内

な
る
感
覚
に
集
中
し
始
め
る
（
し
か
し
そ
の
際
に
は
、
す
べ
て
が
依
拠
し
て
い
る
緊
張
状
態
を
壊
さ
ぬ
よ
う
に
極
度
の
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
）。
朧
げ
に
、
秘
か
に
、
そ
し
て
極
度
に
び
く
び
く
怯
え
な
が
ら
言
葉
た
ち
は
先
ず
初
め
に
沈
黙
の
裡
に
姿
を
現
す
。
す
べ
て
言
葉
は
一
種

俗
化
す
る
傾
向
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
俗
化
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
言
葉
た
ち
は
あ
の
初
め
て
の
感
覚
を
よ
り
遠
く
へ
遠
く
へ
と
暗
闇
の
な

か
に
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
魂
が
肉
体
の
形
相
因
で
あ
る
よ
う
に
）、
す
べ
て

を
掌
握
す
る
魂
に
ほ
か
な
ら
な
い
リ
ズ
ム
に
い
つ
も
導
か
れ
て
言
葉
た
ち
は
、
ゆ
っ
く
り
と
一
つ
ず
つ
現
れ
て
来
て
意
味
な
る
も
の
を
形
成
し
て
い

く
。
す
で
に
詩
の
言
葉
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
て
少
な
く
と
も
構
成
だ
け
は
で
き
て
い
る
、
そ
ん
な
詩
を
想
像
し
て
み
た
ま
え
。
ま
さ
に
未
完
成
の

詩
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
し
て
打
ち
込
ま
れ
た
鋲
が
紛
れ
も
な
く
見
ら
れ
る
が
、
同
時
に
詩
の
制
作
過
程
す
べ
て
が
看
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
今
や
こ
の
時
点
に
至
っ
て
大
方
の
作
家
は
満
足
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
だ
が
マ
ラ
ル
メ
の
場
合
、
そ
の
作
業
は
始
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。
つ
い

に
完
成
し
た
と
き
に
は
、
制
作
過
程
の
痕
跡
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
創
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
だ
け
が
存
在
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
詩
を
創
る

な
か
で
一
語
一
語
そ
の
言
葉
を
選
ぶ
。
た
と
え
ば
、
こ
の
箇
所
で
は
精
確
に
要
求
さ
れ
た
色
に
相
応
し
く
な
け
れ
ば
そ
の
色
彩
に
見
合
っ
た
言
葉
に
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変
え
た
り
、
あ
の
箇
所
で
は
調
べ
の
な
か
で
と
る
転
調
に
相
応
し
い
言
葉
に
変
え
る
の
で
あ
る
。
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
彼
の
心
に
浮
ぶ
、
こ
れ
ま
で

取
り
込
ん
だ
も
の
よ
り
も
稀
有
に
し
て
朧
げ
な
イ
メ
ー
ジ
が
。
イ
メ
ー
ジ
は
こ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
姿
を
変
え
て
い
く
。
彼
に
と
っ
て
詩
が
一
点

の
染
み
も
な
い
統
一
体
と
思
わ
れ
る
地
点
に
辿
り
着
く
ま
で
に
は
、
推
敲
の
痕
跡
は
見
事
に
も
手
際
よ
く
払
拭
さ
れ
て
い
る
。
初
め
か
ら
そ
の
制
作

過
程
を
見
て
き
た
詩
人
は
今
で
も
あ
の
語
と
語
が
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
読
者
は
最
終
的
な
段
階
の
作
品
し
か
接
し
な
い
の
で
決

し
て
意
外
だ
と
は
思
わ
ぬ
当
惑
に
晒
さ
れ
る
。
窮
極
的
な
完
成
を
遂
げ
る
ま
で
の
こ
う
し
た
書
く
作
法
を
辿
っ
て
み
た
ま
え
。
先
ず
は
、
一
つ
の
謎

か
ら
始
め
よ
、
そ
れ
か
ら
謎
を
解
く
よ
う
な
鍵
は
取
り
払
え
、
そ
う
す
れ
ば
あ
の
最
晩
年
の
ソ
ネ
ッ
ト
集
に
見
る
凍
え
た
不
可
解
に
容
易
く
も
辿
り

着
く
だ
ろ
う
。
そ
の
作
品
群
に
あ
っ
て
句
読
点
す
べ
て
の
不
在
は
然
る
べ
き
障
碍
と
は
殆
ん
ど
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
が
彼
の
実
際
の
文
章
作
法
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
私
自
身
そ
ん
な
気
が
す
る
。
当
然
の
結
論
と
し
て
私
が
披
露
し
た
い
次
の
言
説
に
は
、
そ
の

方
法
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
象
徴
派
、
デ
カ
ダ
ン
ス
派
、
あ
る
い
は
神
秘
家
と
、
自
ら
を
そ
う
呼
び
、
ま
た
私
た
ち
の
情
報
雑
誌
か

ら
も
性
急
に
そ
う
し
た
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
た
あ
の
文
学
連
中
は
、
そ
の
合
流
場
所
に
一
種
観
念
論
と
も
言
う
べ
き
地
点
を
選
ぶ
わ
け
だ
が
、
そ
の

観
念
論
と
は
（
フ
ー
ガ
や
ソ
ナ
タ
と
同
様
に
し
て
）「
自
然
」
の
素
材
を
拒
絶
し
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
素
材
を
整
合
化
し
よ
う
と
す
る
単
純
実
直

な
思
考
を
野
蛮
な
る
も
の
と
し
て
峻
拒
す
る
。
そ
れ
は
仄
め
か
す
こ
と
以
外
は
何
も
留
め
な
い
が
た
め
で
あ
る
。
暗
に
仄
め
か
す
と
は
、
二
つ
の
イ

メ
ー
ジ
に
お
け
る
関
係
が
的
確
に
定
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
間
か
ら
今
に
も
溶
け
そ
う
に
透
き
通
っ
た
第
三
の
風
景
が
予
言
に
挺
身
す
る
も
の
と
し
て

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
森
の
恐
怖
、
つ
ま
り
葉
叢
に
漂
う
音
な
き
雷
鳴
の
恐
怖
以
外
の
も
の
は
、
樹
々
の
鬱
蒼
と
繁

る
そ
れ
本
来
の
深
い
森
は
別
と
し
て
、
微
妙
な
る
筆
遣
い
の
そ
の
紙
面
の
内
側
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
自
負
が
殆
ん
ど
す
べ
て
の
傑
作
に

浸
透
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
美
的
に
誤
り
で
あ
っ
て
破
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
個
人
的
な
誇
り
の
僅
か
に
突
如
現
れ
出
て
き
て
迫
真
の

雄
叫
び
を
上
げ
る
と
、
そ
こ
に
宮
殿
の
建
物
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
宮
殿
は
一
人
だ
け
し
か
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
石
造
り
で
は
な
い

が
、
も
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
各
頁
は
石
の
う
え
で
ぎ
こ
ち
な
く
閉
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
」。
た
と
え
ば
（
こ
れ
は
彼
自
身
の
例

だ
が
）、
次
の
よ
う
な
言
説
が
あ
る
。「
一
輪
の
花
！

　

と
私
が
言
っ
た
と
す
る
。
す
る
と
私
の
声
は
花
の
輪
郭
す
べ
て
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
忘

却
の
裡
か
ら
実
際
の
萼
を
付
け
て
い
な
い
花
の
佇
ま
い
が
調
べ
に
包
ま
れ
て
顕
れ
る
。
そ
う
、
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
心
の
花
、
ど
ん
な
花
束
に
も
な
い
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あ
の
唯
一
絶
対
の
花
が
」。
そ
う
し
て
「
純
粋
な
作
品
は
囁
き
か
け
て
く
る
詩
人
の
消
滅
を
暗
に
示
し
て
い
る
が
、
詩
人
は
言
葉
に
自
身
の
囁
き
の

役
目
を
託
し
、
言
葉
は
そ
の
差
異
性
に
よ
る
反
撥
か
ら
従
来
の
機
能
が
不
全
と
な
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
古
い
抒
情
詩
に
漂
う
霊
的
な
気
配
や
表

現
の
熱
狂
的
に
し
て
私
的
息
遣
い
の
代
り
に
、
言
葉
た
ち
は
宝
石
の
う
え
に
揺
ら
め
く
実
際
の
焔
の
よ
う
に
互
い
の
反
射
で
煌
め
く
光
を
取
り
込
む

の
で
あ
る
」。「
数
多
く
の
音
語
か
ら
、
従
来
の
言
語
に
と
っ
て
は
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
新
た
な
、
ま
る
で
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
な
純
粋
な
言
葉
を

改
め
て
創
り
直
す
詩
句
は
、
こ
う
し
て
従
来
の
言
語
か
ら
遊
離
し
た
言
葉
を
獲
得
す
る
に
至
る
」。「
ワ
ー
グ
ナ
ー
以
来
、〈
詩
〉
を
形
づ
く
る
た
め

に
、
再
び
詩
句
と
融
け
合
う
の
は
ま
さ
に
音
楽
で
あ
る
」
が
ゆ
え
、
次
の
言
説
に
最
終
的
な
結
論
が
窺
え
る
。「
私
た
ち
は
、
い
ま
、
文
学
に
流
れ

る
大
き
な
旋
律
が
断
ち
切
ら
れ
、
言
葉
の
旋
律
が
区
分
け
さ
れ
て
楽
器
を
奏
す
る
か
の
よ
う
な
繊
細
な
音
の
波
と
な
っ
て
飛
び
散
る
の
を
目
前
に
し

て
、
交
響
楽
が
〈
大
い
な
る
書
物
〉
へ
と
転
位
を
遂
げ
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
一
重
に
私
た
ち
固
有
の
存
在
を
取
り
戻
す
よ
う
な
芸
術
を
追
求
す
べ

き
瞬
間
に
、
間
違
い
な
く
立
ち
合
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
宇
宙
に
お
け
る
照
応
関
係
す
べ
て
を
知
性
の
言
葉
に
引
き
寄
せ
て
至
上
な
る
〈
音

楽
〉
を
私
た
ち
が
極
め
て
は
っ
き
り
と
見
出
す
処
は
、
金
管
楽
器
、
弦
楽
器
、
そ
れ
に
木
管
楽
器
か
ら
伝
わ
る
普
通
の
響
き
で
は
勿
論
な
く
、
窮
み

を
尽
く
し
た
知
性
の
言
葉
の
な
か
で
あ
る
か
ら
だ
」。

　

詩
論
を
展
開
す
る
作
品
か
ら
抜
粋
し
た
一
節
が
こ
こ
に
原
文
の
配
列
そ
の
ま
ま
に
逐
語
的
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
ラ
ル
メ
の
詩
論
の
根
幹
と
思

わ
れ
る
も
の
を
指
摘
す
る
た
め
に
私
は
そ
れ
ら
の
一
節
を
一
括
り
に
纏
め
あ
げ
た
。
ま
さ
に
こ
の
詩
論
は
、
す
で
に
述
べ
て
あ
る
よ
う
に
ジ
ェ
ラ
ー

ル
・
ド
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
が
予
言
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ェ
ラ
ー
ル
に
お
い
て
純
粋
に
幻
想
で
あ
っ
た
も
の
は
、
マ
ラ
ル
メ
に
あ
っ
て
は

一
筋
の
論
理
に
貫
か
れ
た
思
索
と
な
っ
て
い
る
。
マ
ラ
ル
メ
は
、
す
べ
て
が
無
意
識
の
裡
に
浮
ん
で
く
る
よ
う
な
神
秘
家
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
思

索
家
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
思
索
の
な
か
で
、
驚
く
ほ
ど
繊
細
な
襞
を
帯
び
た
精
神
は
、
他
者
と
共
有
で
き
る
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た

が
、
常
に
明
瞭
な
問
題
に
自
ら
の
思
い
を
巡
ら
し
た
。「
不
十
分
な
形
で
存
在
す
る
も
の
や
、
全
く
存
在
し
な
い
も
の
を
こ
の
世
に
追
い
求
め
る
探

求
者
」
と
し
て
、
彼
は
弛
む
こ
と
な
く
粘
り
強
く
、
そ
し
て
夢
想
と
観
念
を
そ
の
内
面
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
区
別
し
て
、
た
と
え
自
分
の
表
現
を

他
人
に
分
か
り
易
く
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
は
実
に
明
晰
な
そ
の
探
求
を
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
い
ま
新
た

な
状
況
の
も
と
で
書
く
と
い
う
特
権
を
与
え
ら
れ
、
言
い
換
え
れ
ば
書
く
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
状
況
に
関
し
て
彼
の
行
っ
た
発
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言
と
分
析
が
大
方
の
と
こ
ろ
、
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
私
個
人
と
し
て
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
彼
の
微
妙
な
表
現
は
、
あ
る
点
か
ら
す
る
と
、

気
概
に
充
ち
た
彼
な
ら
で
は
の
書
く
姿
勢
を
妨
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
私
た
ち
に
は
運
良
く
回
避
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
微
妙
な
る
も
の
か
ら
離

れ
て
現
代
の
作
家
は
、
思
想
や
表
現
に
見
ら
れ
る
あ
の
旧
体
依
然
の
客
観
的
な
素
朴
さ
を
も
っ
て
、
果
た
し
て
全
く
素
朴
に
在
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
か
。
純
真
で
あ
る
こ
と
、
古
め
か
し
く
あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
自
然
で
あ
る
こ
と
で
も
素
朴
で
あ
る
こ
と
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
自
然
的
」
で

あ
る
と
は
も
は
や
自
然
的
で
は
な
い
と
私
は
断
言
し
よ
う
。
物
語
と
は
所
詮
一
つ
の
物
語
に
す
ぎ
ず
、
物
語
は
す
べ
て
良
い
も
の
だ
と
見
な
す
人
た

ち
の
そ
の
精
神
態
度
を
、
私
た
ち
は
も
は
や
持
っ
て
は
い
な
い
。
叙
事
詩
の
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た
と
い
う
事
実
、
加
え
て
長
編
詩
は
こ
れ
ま
で
書
か

れ
た
試
し
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
、
ポ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
以
来
、
私
た
ち
は
そ
う
理
解
し
て
き
た
。
こ
の
世
で
最
も
見
事
な

長
編
詩
と
は
、
散
文
に
よ
っ
て
一
続
き
に
繋
が
れ
た
短
篇
詩
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
も
は
や
私
た
ち
が
受
け
容
れ
難

い
も
の
を
私
た
ち
は
も
は
や
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
た
ち
の
現
在
使
っ
て
い
る
言
葉
に
も
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
初
め
か

ら
す
べ
て
の
文
学
に
潜
在
し
て
い
る
象
徴
表
現
は
、
い
ま
や
私
た
ち
の
も
と
に
辿
り
着
い
て
つ
い
に
自
身
の
存
在
を
強
く
意
識
し
つ
つ
、
私
た
ち
を

や
た
ら
に
拘
禁
す
る
も
の
か
ら
脱
出
す
る
た
っ
た
一
つ
の
方
法
を
提
し
出
し
て
く
れ
る
。
事
象
を
捉
え
る
あ
れ
ほ
ど
ま
で
使
い
古
さ
れ
た
様
式
の
な

か
に
は
、
新
し
い
良
心
、
も
っ
と
古
め
か
し
い
良
心
を
私
た
ち
は
見
つ
け
出
す
。
私
た
ち
の
祖
父
母
に
と
っ
て
は
心
満
た
さ
れ
た
形
而
下
的
対
象
で

あ
っ
た
が
、
私
た
ち
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
信
じ
き
れ
な
い
こ
の
世
界
は
、
新
た
な
光
を
帯
び
て
そ
の
姿
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
昔
か
ら

の
用
語
法
が
殆
ん
ど
識
別
不
能
な
も
の
と
し
て
暗
闇
に
追
い
や
っ
た
言
葉
た
ち
は
、
い
ま
や
鮮
や
か
に
も
光
輝
を
帯
び
る
。
言
葉
の
心
霊
化
、
引
喩

や
暗
示
を
受
容
し
得
る
形
式
の
完
璧
化
、
そ
し
て
可
視
的
世
界
と
不
可
視
な
る
世
界
と
の
永
遠
な
る
照
応
に
確
信
を
持
つ
こ
と
。
マ
ラ
ル
メ
は
こ
う

し
た
姿
勢
を
教
え
示
し
た
が
、
ほ
ん
の
僅
か
な
が
ら
実
践
へ
と
移
し
も
し
た
。
文
学
と
は
、
何
は
さ
て
措
き
、
更
な
る
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
あ

る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
い
ま
や
文
学
が
身
を
挺
す
べ
き
先
は
こ
う
し
た
姿
勢
が
目
指
し
て
い
る
そ
の
方
位
に
あ
る
。
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象
徴
主
義
者
と
し
て
の
ユ
イ
ス
マ
ン
ス

　
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
今
か
ら
二
十
年
以
上
前
に
最
初
の
小
説
『
マ
ル
ト

　
あ
る
娼
婦
の
物
語
』
の
序
文
で
挑
発
的
な
言
葉
を
も
っ
て
自
身
の
芸
術
論

を
こ
う
定
義
づ
け
た
。「
私
は
自
分
が
眼
に
す
る
も
の
、
自
分
が
肌
で
感
じ
る
も
の
、
自
分
が
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
書
く
、
そ
う
し
て
で
き
得
る

限
り
そ
れ
を
う
ま
く
書
く
の
だ
、
す
べ
て
は
こ
れ
に
尽
き
る
」。
つ
い
五
、六
年
前
に
も
彼
は
、〈
自
然
主
義
〉
に
つ
い
て
そ
の
見
解
を
求
め
て
き
た

会
見
記
者
に
答
え
て
や
は
り
こ
う
言
い
放
っ
た
。「
実
際
の
と
こ
ろ
、
才
能
あ
る
作
家
と
才
能
の
な
い
作
家
が
い
る
。
君
が
望
む
よ
う
に
作
家
た
ち

の
こ
と
を
誰
そ
れ
は
自
然
主
義
者
で
あ
り
、
ま
た
誰
そ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
あ
の
作
家
は
デ
カ
ダ
ン
ト
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
ま

え
。
私
か
ら
す
れ
ば
、
ど
れ
も
こ
れ
も
同
じ
こ
と
だ
。
た
だ
彼
ら
が
才
能
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
知
り
た
い
だ
け
だ
」。
独
創
的
な
才

能
に
恵
ま
れ
た
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
う
し
た
芸
術
論
の
目
の
粗
さ
に
は
聊
か
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
彼
が
独
自
の
理
論
を
持
っ
て
お
ら

ず
、
ま
た
気
分
に
任
せ
て
書
い
て
い
る
こ
と
に
相
変
わ
ら
ず
無
自
覚
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
に
文
学
的
出
発
を
果
た
し
て
歩
ん
で
い
っ
た

な
か
で
然
る
べ
き
方
位
を
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
発
見
し
た
と
言
え
る
の
は
、
実
の
と
こ
ろ
『
出
発
』
を
書
い
た
と
き
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
過
ち
の
門

出
と
さ
れ
て
い
る
『
彼
方
』
の
な
か
で
、
彼
は
確
か
に
次
の
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
。「
資
料
の
正
確
さ
、
詳
細
な
精
確
さ
、
写
実
主
義
が
操
る
繊

維
質
の
き
び
き
び
し
た
言
葉
を
保
持
す
る
こ
と
は
絶
対
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
魂
の
長
け
た
採
掘
人
と
な
る
こ
と
、
不
可
思
議
な
る
も
の

の
出
自
を
精
神
の
病
い
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
な
い
こ
と
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
…

　

ゾ
ラ
に
よ
っ
て
深
く
掘
っ
て
造
っ
た
大
い
な
る
道
を
辿

る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
重
要
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
道
と
同
じ
方
位
を
往
く
細
道
を
虚
空
に
辿
る
こ
と
、
内
な
る
も
の
と
未
踏
な
る
も
の
に
関
り

合
う
こ
と
、
一
言
で
い
え
ば
霊
的
な
〈
自
然
主
義
〉
を
創
造
こ
と
も
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
」。
も
っ
と
も
当
時
の
彼
に
と
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
は
無

益
だ
と
感
じ
て
は
い
た
が
。
こ
う
し
た
言
説
は
『
出
発
』
に
お
い
て
芸
術
を
定
義
し
た
そ
れ
と
殆
ん
ど
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
作
品
で
は
こ
の
霊
的

な
写
実
主
義
が
一
個
の
魂
、
一
個
の
良
心
の
来
歴
に
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
。
後
期
の
作
品
『
大
伽
藍
』
に
至
っ
て
は
、
こ
の
流
儀
は
さ
ら
な
る
進

化
を
遂
げ
て
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
初
め
て
正
真
正
銘
の
象
徴
主
義
者
と
な
る
。
そ
う
は
言
え
、『
大
伽
藍
』
は
同
じ
よ
う
に
鋭
敏
に
し
て
無
感
動
で
辛

抱
強
い
魂
と
関
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
魂
が
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂
の
「
見
事
に
も
神
秘
的
な
大
伽
藍
」
の
徐
々
に
身
に
滲
み
込
ん
で
く
る
よ
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う
な
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
、
逍
遥
す
る
な
か
突
如
じ
っ
と
立
ち
尽
く
し
て
い
る
そ
ん
な
魂
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
作
品
の
大
部
分

は
こ
の
大
伽
藍
の
研
究
と
精
緻
で
深
遠
な
あ
の
象
徴
性
の
研
究
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
表
現
に
よ
っ
て
「
聖
地
の
魂
」
が
秘
め
や
か
に
顕

現
し
て
く
る
（
な
ん
と
錬
金
術
的
な
簡
潔
さ
で
あ
ろ
う
か
）。
そ
れ
は
言
う
な
れ
ば
同
時
に
、
中
世
の
教
会
が
色
彩
や
貴
重
な
石
や
、
植
物
、
動

物
、
数
字
、
香
料
、
そ
れ
に
旧
約
と
新
約
を
合
体
さ
せ
た
聖
書
そ
の
も
の
な
か
に
、
隠
し
た
り
露
わ
に
し
た
り
し
た
象
徴
性
の
解
釈
に
も
組
し
て
い

る
。
さ
ら
に
作
品
に
は
宗
教
芸
術
、
つ
ま
り
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
所
蔵
の
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
作
『
聖
母
の
戴
冠
』
へ
の
論
及
も
含
ま
れ
て
い
る
。

論
及
は
絵
に
描
か
れ
た
様
々
な
色
の
本
当
の
意
味
と
、
ロ
ジ
ェ
・
フ
ァ
ン
・
デ
・
ウ
ェ
ィ
デ
ン
及
び
初
期
フ
ラ
ン
ド
ル
の
画
家
た
ち
の
こ
と
を
弛
ま

ず
に
分
か
り
や
す
く
嚙
み
砕
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
と
彼
の
幻
覚
に
包
ま
れ
た
写
実
主
義
に
関
す
る
素
晴
し
い
一
頁
も
加
え
ら
れ
て

あ
る
。
何
よ
り
も
『
大
伽
藍
』
の
見
事
な
頁
の
う
ち
、
そ
の
幾
つ
か
は
旧
約
聖
書
の
物
語
や
詩
に
描
か
れ
た
ダ
ビ
デ
と
ヘ
ブ
ラ
イ
の
予
言
者
た
ち
、

ソ
ロ
モ
ン
王
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
と
聖
母
と
教
会
の
祖
型
に
関
す
る
論
及
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
、
俗
世
の
す
べ
て
が
人
間
の
魂
ほ
ど
に

興
味
深
く
な
い
の
と
正
に
比
例
し
て
、『
出
発
』
よ
り
も
興
味
を
そ
そ
ら
な
い
の
は
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
だ
。
主
人
公
の
デ
ュ
ル
タ
ル
が
殆
ん
ど

忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
時
が
あ
っ
た
り
、
あ
ま
り
に
唐
突
と
し
て
、
そ
れ
の
目
的
の
た
め
に
考
古
学
や
中
世
の
動
物
彫
刻
及
び
絵
画
が
私
た
ち
に
披
露

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
時
が
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
逸
脱
に
嵌
ま
っ
し
ま
う
と
、
こ
の
本
が
目
指
す
意
図
そ
の
も
の
、
つ
ま
り

ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
初
め
て
成
し
遂
げ
た
芸
術
上
の
発
見
す
べ
て
を
間
違
っ
て
受
け
と
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

小
説
を
面
白
い
冒
険
物
語
だ
と
捉
え
る
昔
な
が
ら
の
考
え
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
い
ま
も
そ
の
擁
護
者
が
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
と
っ
く
の
昔

に
、
髪
粉
の
振
り
か
か
っ
た
鬘か

つ
らや

レ
ー
ス
の
襞
飾
り
と
同
じ
よ
う
に
現
実
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
く
な
っ
た
。「
お
話
し
を
し
て
よ
、
ね
え
し
て

よ
」
と
大
人
に
お
ね
だ
り
す
る
子
供
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
連
中
は
い
ま
も
物
語
の
筋
を
、
ヒ
ロ
イ
ン
を
、
悪
役
を
待
望
し
て
い
る
。
小
説
と
は

心
理
を
描
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
早
く
も
言
い
当
て
た
の
は
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
『
ア
ド
ル
フ
』
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

の
ど
こ
と
な
く
冷
め
き
っ
た
雰
囲
気
の
傑
作
、『
赤
と
黒
』
を
予
感
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
心
理
学
な
る
も
の
が
魂
の
暗
闇
へ
深
く
運
び
込
ま

れ
、
燃
え
た
ぎ
る
世
界
の
壁
と
い
う
壁
が
熱
気
を
失
い
つ
つ
微
か
な
光
と
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
発
見
は
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
『
出
発
』
を
書
く
ま

え
に
は
ど
の
小
説
家
も
辿
り
着
け
な
か
っ
た
。
小
説
と
は
、
同
時
に
、
自
身
の
空
間
に
お
い
て
詩
や
偉
大
な
る
「
告
白
録
」
や
哲
学
と
渉
り
合
え
る
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こ
と
を
実
証
し
て
も
み
せ
た
。
た
ぶ
ん
『
出
発
』
は
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
目
的
で
は
筆
を
執
ら
な
か
っ
た
最
初
の
小
説
で
あ
ろ
う
。『
失
楽
園
』
や

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
録
』
と
同
じ
よ
う
に
、
読
者
に
娯
楽
を
提
供
す
る
こ
と
も
な
く
こ
の
作
品
は
そ
れ
ら
と
同
じ
次
元
に
位
置
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
小
説
は
、「
虚
栄
の
市
」
と
い
う
こ
の
世
で
起
っ
た
様
々
な
予
期
せ
ぬ
体
験
を
次
々
と
描
い
た
あ
と
、
恋
を
し
た
り
大
志
を
抱
い
た

り
、
金
儲
け
も
し
た
り
す
る
よ
う
な
自
意
識
の
強
く
て
実
利
に
敏
感
な
人
間
の
知
性
を
驚
く
ほ
ど
見
事
に
分
析
し
て
み
せ
て
、
つ
い
に
最
後
の
完
成

へ
と
向
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
在
意
識
下
に
あ
る
自
我
の
、
も
は
や
知
性
で
は
な
い
魂
の
顕
現
す
る
瞬
間
へ
と
。
事
こ
こ
に
至
っ
て
も
は
や
私

た
ち
は
、
日
常
に
お
け
る
厄
介
な
出
来
事
の
気
晴
ら
し
を
描
く
の
を
免
除
さ
れ
、
生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
そ
の
息
遣
い
を
伝
え
よ
う
と
溢
れ
る
ば

か
り
の
賑
や
か
な
会
話
が
繋
ぐ
人
と
の
結
束
力
か
ら
も
解
放
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
ま
さ
に
絶
対
的
に
自
由
と
な
っ
た
が
ゆ
え
に
芸

術
が
、
自
身
を
限
界
づ
け
る
こ
と
な
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
因
襲
の
表
現
方
法
を
も
受
容
で
き
る
ほ
ど
完
璧
な
る
自
由
へ
と
内
在
化
さ
れ
た
い
ま
、

私
た
ち
は
小
説
の
な
か
に
新
た
な
形
式
を
持
つ
に
至
っ
た
。
一
個
の
告
白
文
で
あ
る
と
同
時
に
装
飾
物
で
も
あ
り
、
魂
そ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

一
つ
の
模
様
で
も
あ
る
新
た
な
文
学
形
式
。

　

か
く
し
て
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
『
出
発
』
の
な
か
で
認
知
し
た
原
理
を
『
大
伽
藍
』
で
さ
ら
に
ひ
た
す
ら
展
開
し
て
み
せ
る
の
で
る
。『
大
伽
藍
』

で
も
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
す
で
に
『
出
発
』
の
な
か
で
自
在
性
の
な
い
事
象
、
た
と
え
ば
石
細
工
の
手
際
や
植
物
の
成
長
、
そ
し
て
意
識
を

持
た
な
い
獣
た
ち
の
生
が
魂
と
同
じ
慣
わ
し
の
基
に
置
か
れ
、
つ
い
に
象
徴
を
通
し
て
霊
的
存
在
に
辿
り
着
く
顛
末
を
披
露
し
て
い
た
。
こ
う
し
て

彼
は
魂
の
領
分
を
制
限
し
た
り
黙
殺
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
そ
の
領
分
を
も
っ
ぱ
ら
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

ば
し
デ
ュ
ル
タ
ル
が
瞑
想
を
少
な
か
ら
ず
巡
ら
し
て
茫
然
と
す
る
の
も
尤
も
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
間
彼
は
新
た
な
識
別
力
、
つ
ま
り
自
分
の
眼
が

捉
え
る
視
力
と
自
分
の
思
考
が
巡
ら
す
雑
多
な
思
い
を
も
っ
て
、
眼
前
の
生
を
捉
え
つ
つ
、
そ
の
本
質
を
自
分
自
身
と
同
じ
あ
る
生
を
見
て
い
る
。

世
界
を
一
つ
に
結
ぶ
絆
を
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
全
宇
宙
に
浸
透
す
る
永
遠
に
し
て
在
り
無
し
の
、
錯
雑
と
し
て
殆
ん
ど
眼
に
は
見
え
ぬ
生

の
存
在
を
断
言
す
る
こ
と
が
象
徴
主
義
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
果
た
し
て
象
徴
主
義
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ど
の
時
代
に
も
そ
れ
固
有
の
象
徴
が

あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
象
徴
が
ひ
と
た
び
完
璧
に
表
現
さ
れ
る
と
、
そ
の
象
徴
は
在
り
つ
づ
け
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
が
中
世
の
魂
の
象
徴
と
し
て
残

っ
て
い
る
よ
う
に
。
美
の
奥
義
と
も
言
う
べ
き
あ
の
真
実
に
辿
り
着
く
こ
と
、
つ
ま
り
美
を
窮
め
て
的
確
に
表
現
し
て
い
る
あ
の
象
徴
を
探
し
出
す
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こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
一
種
の
創
造
で
あ
る
。
そ
れ
は
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
私
た
ち
に
向
け
て
『
大
伽
藍
』
の
な
か
で
披
露
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

完
璧
な
真
実
に
内
在
し
た
よ
り
厳
粛
な
美
の
た
め
に
、
俗
っ
ぽ
く
分
か
り
や
す
く
上
っ
面
だ
け
の
華
や
か
さ
を
も
っ
て
書
く
こ
と
か
ら
徐
々
に
彼
は

身
を
引
く
よ
う
に
な
っ
た
。
真
実
と
は
象
徴
に
よ
っ
て
し
か
辿
り
着
け
ず
し
て
顕
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
彼
は
認
識
す
る
に
至
っ
た
。
あ
の
よ

う
な
描
写
も
、
あ
の
よ
う
に
細
部
を
書
き
連
ね
て
い
く
こ
と
も
、
熱
く
弛
ま
ず
あ
の
よ
う
に
文
章
を
練
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
は
ど
れ
も
目
的
の

た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
と
、
性
急
に
も
そ
う
思
い
が
ち
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
自
体
は
決
し
て
目
的
で
も
何
で
も
な
い
。

　

何
を
表
現
し
よ
う
か
と
そ
の
考
え
も
纏
ま
ら
ぬ
う
ち
に
、
芸
術
家
が
早
々
に
独
特
な
表
現
手
段
を
幾
度
と
な
く
完
成
さ
せ
て
し
ま
う
事
態
を
見
て

み
る
と
好
奇
心
を
そ
そ
ら
れ
る
。
先
ず
は
驚
異
的
な
描
写
の
業
を
身
に
つ
け
た
の
で
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
肉
屋
に
吊
る
さ
れ
た
牛
の
臓
が
ま
る
で
宝

石
箱
の
中
身
で
あ
る
か
の
よ
う
に
美
し
く
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
初
期
の
小
説
の
な
か
で
、
長
い
散
歩
に
連
れ
出
さ
れ
た
幼
い
女
子
工
員
た
ち
は
、

何
事
も
起
ら
な
け
れ
ば
、
彼
女
た
ち
が
凭
れ
か
か
っ
て
い
る
大
人
の
腕
と
通
り
過
ぎ
た
何
軒
か
の
婦
人
帽
子
店
の
ほ
か
に
は
眼
に
入
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
た
ち
が
眼
に
し
な
か
っ
た
風
景
が
驚
く
こ
と
に
二
十
頁
に
互
っ
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
や
説
得
力
を
手
に
入
れ

て
余
り
あ
る
文
章
す
べ
て
が
、
突
如
と
し
て
実
際
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
あ
の
観
念
が
探
し
当
て
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
眼
に
し
た
風
景
す
べ
て
に
然
る
べ
き
意
味
と
一
貫
性
を
唯
一
附
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
観
念
。
そ
う
し
た
観
念
は
さ
な
が
ら
太
陽

が
強
烈
な
光
を
放
っ
て
一
個
の
統
一
体
と
な
り
、
意
味
と
な
り
、
鮮
や
か
な
美
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
彩
色
さ
れ
た
不
可
思
議
な
菱
形
模
様
、
錯
綜

し
た
鉛
の
線
が
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
伽
藍
を
飾
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
あ
の
絵
を
描
き
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
ほ
ど
に
繊
細
な
線
と
色
を

駆
使
し
て
文
章
表
現
し
た
作
家
は
、
た
ぶ
ん
今
ま
で
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
欠
点
、
た
と
え
ば
抑
制
の
ち
ょ
っ
と
し
た
欠
如
や
リ
ズ
ム
の
ち

ょ
っ
と
し
た
重
さ
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
、
彼
の
文
章
は
ゴ
ー
テ
ィ
エ
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
読
者
の
耳
を
楽
し
ま
せ
て
は
く

れ
な
い
が
、
ま
さ
に
そ
の
欠
点
が
彼
の
心
眼
で
見
た
も
の
を
読
者
の
眼
に
送
る
の
に
は
好
都
合
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
一
節
ほ
ど
、
シ
ャ
ル

ト
ル
の
大
聖
堂
に
見
ら
れ
る
様
々
な
意
匠
を
ひ
た
す
ら
色
と
し
て
精
確
に
翻
訳
で
き
る
文
章
は
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。「
澄
み
わ
た
っ
た
空
の
も
と

で
大
聖
堂
全
体
を
眺
め
る
と
、
そ
れ
は
灰
色
を
帯
び
た
銀
に
輝
い
て
い
る
が
、
陽
射
し
が
大
聖
堂
に
光
輝
を
放
つ
と
薄
黄
色
に
変
わ
り
、
そ
れ
か
ら

黄
金
色
に
染
ま
る
。
近
く
で
見
る
と
、
そ
の
表
面
は
ま
る
で
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
齧
っ
た
よ
う
で
、
石
英
質
の
石
灰
岩
が
浸
食
さ
れ
て
穴
だ
ら
け
と
な
っ
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て
い
る
。
時
々
、
太
陽
が
沈
み
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
大
聖
堂
は
深
紅
色
に
染
ま
り
、
や
が
て
赤
紫
に
緑
色
を
浴
び
て
さ
な
が
ら
偉
容
に
し

て
繊
細
な
聖
堂
の
ご
と
く
聳
え
立
つ
。
夕
闇
が
迫
り
来
る
と
蒼
色
を
身
に
纏
い
、
そ
う
し
て
青
紫
の
空
に
溶
け
込
ん
で
い
き
つ
つ
消
え
て
な
く
な
る

よ
う
に
見
え
る
」。
ま
た
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
雄
弁
が
抱
く
つ
ま
ら
ぬ
考
え
方
に
よ
り
近
い
一
節
で
あ
っ
て
も
、
あ
り
き
た
り
の
表
現
、
た
だ

美
辞
麗
句
の
素
晴
し
さ
を
発
揮
す
る
た
め
の
言
葉
を
い
か
に
徹
底
し
て
回
避
し
て
い
る
こ
と
か
。「
空
高
く
広
々
と
、
ま
る
で
火
蜥
蜴
の
よ
う
に
そ

の
顔
は
燃
え
立
ち
、
そ
の
衣
は
赤
く
焼
け
つ
い
て
人
間
が
燃
え
る
蒼
空
の
な
か
に
佇
ん
で
い
た
。
し
か
し
こ
の
大
火
は
、
若
々
し
く
も
澄
ん
だ
歓
喜

の
焔
を
撃
退
す
る
暗
い
ガ
ラ
ス
製
の
燃
え
に
く
い
枠
で
囲
ま
れ
て
そ
こ
か
ら
は
出
ら
れ
な
い
。
そ
の
窓
枠
は
あ
の
種
の
憂
鬱
さ
、
つ
ま
り
艶
の
な
い

色
を
帯
び
た
よ
り
一
層
厳
粛
で
古
め
か
し
い
意
匠
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
叫
喚
す
る
赤
、
澄
み
渡
っ
た
安
ら
か
な
白
、
繰
り
返
し
ハ
レ
ル
ヤ
を
叫
ぶ

黄
色
、
純
潔
の
眩
さ
に
色
づ
く
青
、
こ
れ
ら
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
揺
ら
め
く
火
床
の
輝
き
は
、
鉄
の
錆
色
、
ソ
ー
ス
の
赤
褐
色
、
砂
岩
の
ど
ぎ
つ
い

紫
、
壜
の
緑
、
火
口
の
鳶
色
、
煤
の
よ
う
な
黒
、
灰
の
よ
う
な
鼠
色
に
染
め
ら
れ
た
こ
の
窓
枠
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
」。
過
剰
な

ま
で
に
精
密
さ
を
窮
め
た
こ
の
よ
う
な
文
章
（
ま
さ
に
中
世
の
特
質
そ
の
も
の
）
は
、
あ
る
頁
で
は
、
尖
塔
の
な
い
塔
を
、
空
に
地
上
で
の
祈
り
事

を
書
け
な
い
先
の
丸
く
な
っ
た
鉛
筆
に
喩
え
て
い
る
。
し
か
し
、
総
じ
て
彼
の
文
章
は
客
観
的
す
ぎ
る
ほ
ど
眼
に
見
え
る
事
物
に
絶
え
ず
人
間
の
心

を
注
ぎ
込
む
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
事
物
の
な
か
で
揺
蕩
す
る
彼
の
文
章
は
、
私
た
ち
に
訴
え
か
け
て
く
る
事
物
に
潜
む
秘
密
の
一
つ
で
あ
り
な
が

ら
も
、
私
た
ち
を
魅
了
し
て
き
た
様
々
な
形
と
色
を
総
括
し
よ
う
と
す
る
と
き
殆
ん
ど
決
っ
て
見
落
と
し
て
し
ま
う
あ
の
感
情
を
解
き
放
っ
て
く
れ

る
の
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に
、
こ
う
し
た
芸
術
に
お
け
る
発
見
は
極
め
て
効
果
的
に
現
れ
た
の
だ
が
、
し
か
し
確
か
に
今
日
に
お
い
て

は
少
な
く
と
も
あ
り
得
な
い
形
、
つ
ま
り
信
仰
、
確
固
と
し
た
宗
教
的
信
仰
を
通
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
初
め
は
躊
躇
し
が
ち
で
は
あ
っ
た

が
、
中
世
の
修
道
僧
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
信
じ
て
い
た
よ
う
に
、
つ
い
に
彼
は
信
ず
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
に
身
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
天
賦
の
才
の
う
ち
、
顕
著
に
も
彼
に
欠
け
て
い
た
一
種
の
隣
人
愛
が
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に
も
た
ら
さ
れ
、
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
自
身
の
芸
術
に
お
け

る
限
界
の
一
つ
を
払
拭
し
た
の
は
疑
う
余
地
も
な
い
。
隣
人
愛
は
人
間
性
に
向
け
た
彼
の
侮
蔑
を
和
ら
げ
、
世
間
に
対
す
る
彼
の
視
野
を
広
げ
た
。

聖
母
マ
リ
ア
が
現
に
生
き
生
き
と
慈
悲
深
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
、
つ
ま
り
マ
リ
ア
を
讃
美
し
つ
つ
マ
リ
ア
に
相
応
し
い
像
を
求
め
て
建
て

ら
れ
た
大
聖
堂
の
な
か
に
実
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
、
こ
の
本
全
体
に
浸
透
し
て
お
り
、
丹
念
に
厳
か
に
織
り
上
げ
た
一
頁
一
頁
に
不
可
思
議



（21）城西大学語学教育センター研究年報　第１４号92

に
し
て
感
動
的
な
詩
趣
を
漂
わ
せ
て
い
る
。
繊
細
を
窮
め
た
想
像
力
豊
か
な
作
品
は
原
初
な
る
感
情
を
も
っ
て
し
か
創
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
だ
、
と
私
た
ち
は
認
識
し
て
い
る
。
さ
て
、
こ
こ
に
原
初
な
る
感
情
を
完
璧
に
我
が
も
の
と
し
た
小
説
家
が
い
る
。
確
か
に
こ
の
こ
と
は
原
初
な

る
感
情
が
彼
な
ら
で
は
の
魂
を
完
璧
に
囲
い
込
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
原
初
な
る
感
情
と
は
、
す
な
わ
ち
信
仰
す
る
感
情
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

書
誌
と
覚
書

ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
（
一
八
四
二
―
一
八
九
八
）

『
大
鴉
』（
ポ
ー
か
ら
の
翻
訳
、
一
八
七
五
）Le Corbeau.

『
最
新
流
行
』（
一
八
七
五
）La D

ernière M
ode.

『
半
獣
神
の
午
後
』（
一
八
七
六
）L'A

pres-m
idi d

＇un Faune.

『
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
〈
ヴ
ァ
テ
ッ
ク
〉』（
一
八
七
六
）V

athek de Beckford.

『
階
級
と
社
会
の
言
葉
使
い
に
つ
い
て
の
小
文
法−

英
語
に
つ
い
て
』（
一
八
七
七
）Petite Philologie à l ＇U

sage des Classes et du M
onde: 

Les M
ots A

nglais .

『
全
詩
集
』（
原
稿
か
ら
の
写
真
製
版
、
一
八
八
七
）Poésies Com

plètes.

『
ポ
ー
詩
集
』（
一
八
八
八
）Les Poèm

es de Poe.

『
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
氏
の
〈
十
時
評
論
〉』（
一
八
八
八
）Le T

en o Clock de M
. W

histler.

『
パ
ア
ジ
ュ
』（
一
八
九
一
）Pages.

『
我
が
同
志
、
ヴ
ィ
リ
エ
・
ド
・
リ
ラ
ダ
ン
』（
一
八
九
二
）Les M

iens: V
illiers de l ＇Isle-A

dam
.

『
詩
と
散
文
』（
一
八
九
二
）V

ers et Prose.
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『
音
楽
と
文
芸
』（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
の
講
演
、
一
八
九
四
）La M

usique et les Letters.
『
逍
遥
集
』（
一
八
九
七
）D

ivagations.
『
詩
集
』（
一
八
九
九
）Poésies.

　

こ
の
理
解
し
難
い
当
人
に
つ
い
て
は
、
英
語
で
書
か
れ
た
最
初
の
マ
ラ
ル
メ
研
究
が
載
っ
て
い
る
エ
ド
モ
ン
ド
・
ゴ
ス
の
『
係
争
中
の
諸
問
題
』

（
一
八
九
三
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
加
え
て
百
頁
以
上
に
及
ぶ
綿
密
な
資
料
に
基
づ
く
マ
ラ
ル
メ
研
究
が
含
ま
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
ピ
カ
の

『
例
外
と
し
て
の
文
学
』（
一
八
九
九
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
イ
氏
の
『
シ
ル
ヴ
ァ
ー
・
ポ
イ
ン
ツ
』（
一
八
九
三
）
に
「
花
」
と
い
う

詩
の
翻
訳
が
あ
り
、「
エ
ロ
デ
ィ
ヤ
ー
ド
」
の
拙
訳
は
『
善
と
悪
の
イ
メ
ー
ジ
』
に
載
る
予
定
で
あ
る
。
数
篇
の
散
文
詩
が
英
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い

る
が
、
本
書
に
は
「
秋
の
嘆
き
」
を
訳
し
た
私
の
詩
訳
も
含
ま
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
散
文
詩
が
『
あ
る
青
年
の
告
白
』
の
な
か
で
ジ
ョ
ー

ジ
・
ム
ー
ア
氏
が
す
で
に
翻
訳
し
て
い
た
こ
と
を
し
ば
し
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
私
は
こ
の
作
品
を
翻
訳
し
た
。
ム
ー
ア
氏
は
一
八
九
六
年
七
月
号
の

『
サ
ヴ
ォ
イ
』
で
も
「
未
来
の
事
態
」
を
訳
し
て
い
る
。

ジ
ョ
リ
ス
・
カ
ル
ル
・
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
（
一
八
四
八
―
）

『
薬
味
箱
』（
一
八
七
四
）Le D

rageoir à Épices.

『
マ
ル
ト　

あ
る
娼
婦
の
物
語
』（
一
八
七
六
）M

arthe, H
istorie d

＇une Fille.

『
ヴ
ァ
タ
ー
ル
姉
妹
』（
一
八
七
九
）Les Sœ

urs V
atard.

『
パ
リ
の
素
描
』（
一
八
八
〇
）Croquis Parisiens.

『
世
帯
』（
一
八
八
一
）En M

énage.

『
流
れ
の
ま
ま
に
』（
一
八
八
二
）A

 V
au-l ＇Eau.
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『
近
代
芸
術
』（
一
八
八
三
）L

＇ A
rt M

oderne.
『
さ
か
し
ま
』（
一
八
八
四
）A

 Rebours.
『
矛
盾
』（
一
八
八
七
）U

n D
ilem

m
e.

『
仮
泊
』（
一
八
八
七
）En Rade.

『
画
家
評
論
』（
一
八
八
九
）Certains.

『
ビ
エ
ー
ヴ
ル
河
』（
一
八
九
〇
）La Bièvre.

『
彼
方
』（
一
八
九
一
）Là-Bas.

『
出
発
』（
一
八
九
五
）En Route.

『
大
伽
藍
』（
一
八
九
八
）La Cathédrale.

『
ビ
エ
ー
ヴ
ル
河
と
聖
セ
ヴ
ラ
ン
聖
堂
』（
一
八
九
九
）La Bievre et Saint-Severin.

　
加
え
て
『
メ
ダ
ン
の
夕
べ
』（
一
八
八
〇
）
に
納
め
ら
れ
た
短
編
小
説
『
背
嚢
を
担
い
で
』
お
よ
び
レ
オ
ン
・
エ
ニ
ク
と
の
合
作
無
言
劇
『
懐
疑

的
な
ピ
エ
ロ
』（
一
八
八
一
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。『
出
発
』
は
一
八
九
六
年
ケ
ー
ガ
ン
・
ポ
ー
ル
氏
に
よ
っ
て
英
語
に
翻
訳
さ
れ
、『
大
伽
藍
』

は
一
八
九
八
年
ク
ラ
ラ
・
ベ
ル
嬢
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
た
。

　
私
は
他
の
箇
所
で
比
較
的
長
く
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
を
論
じ
た
が
、
本
書
に
お
い
て
は
一
冊
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
た
っ
た
一
つ
の
側
面
だ
け
に

固
執
し
て
彼
の
こ
と
を
深
く
観
察
し
て
い
る
。
読
者
は
『
二
つ
の
文
学
に
お
け
る
研
究
』
所
収
の
『
出
発
』
論
を
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

一
八
九
二
年
三
月
『
フ
ォ
ー
ト
ナ
イ
ト
リ
ー
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
に
発
表
し
た
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
『
彼
方
』
に
至
る
ま
で
の
す
べ
て
の
作
品
に
関
す
る

幾
ら
か
長
め
の
論
文
の
う
ち
、
こ
の
男
の
個
人
的
な
印
象
の
件
り
以
外
に
は
何
も
残
し
た
く
は
な
い
。
た
ぶ
ん
心
理
学
的
な
興
味
対
象
の
何
も
の
で

も
な
い
と
し
て
、
私
は
こ
こ
で
そ
の
男
の
印
象
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
私
が
言
及
し
て
い
た
そ
の
時
代
に
、
彼
は
『
彼
方
』
を
書
い
て
い
た
。

　『
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
自
分
の
書
い
た
全
作
品
に
い
か
に
誠
実
で
完
璧
に
自
身
を
晒
け
出
し
て
い
る
の
か
を
実
感
す
る
に
は
、
こ
の
男
の
こ
と
を
知
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る
必
要
が
あ
る
。「
彼
は
私
に
猫
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
ら
し
た
。
思
い
や
り
が
あ
っ
て
極
め
て
礼
儀
正
し
く
愛
想
が
良
か
っ
た
が
、
そ
の
反
面
彼

の
神
経
は
過
敏
す
ぎ
て
た
と
え
些
細
な
言
葉
で
も
す
ぐ
に
爪
を
立
て
て
襲
い
か
か
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
会
見
記
者
が
書
い
て
い
た
。
確
か
に
彼
に

は
ど
こ
と
な
く
お
気
に
入
り
の
動
物
の
趣
き
が
あ
る
。
そ
の
顔
は
、
慈
悲
を
湛
え
た
悪
意
の
眼
差
し
を
し
て
灰
色
を
帯
び
、
倦
怠
の
う
ち
に
気
を
研

ぎ
澄
ま
し
て
い
る
。
最
初
、
そ
の
顔
は
普
通
に
見
え
、
そ
の
姿
形
も
こ
れ
と
言
っ
て
変
な
と
こ
ろ
は
な
く
、
よ
く
パ
リ
の
株
式
取
引
所
な
ど
で
見
か

け
た
こ
と
の
あ
る
よ
う
な
顔
だ
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
男
の
放
つ
威
光
が
感
じ
ら
れ
て
来
る
に
つ
れ
て
、
あ
の
異
様
に
も
じ
っ
と
固

ま
っ
た
表
情
、
あ
の
慈
悲
を
湛
え
た
悪
意
の
眼
差
し
が
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
人
間
に
蠢
き
出
す
の
で
あ
る
。
私
は
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
事
務
所
に
い
た

と
こ
ろ
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
以
前
に
は
外
務
省
に
勤
め
て
い
た
が
、
模
範
的
な
勤
め
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
カ
フ
ェ
や
色
々
な
家
に
い
た

と
こ
ろ
を
見
か
け
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
も
私
の
記
憶
に
蘇
っ
て
く
る
の
は
、
奇
妙
奇
天
烈
な
Ｘ
夫
人
の
家
で
よ
く
眼
に
し
た
彼
の
姿
で

あ
る
。
彼
は
か
細
く
思
わ
せ
ぶ
り
な
指
で
紙
煙
草
を
巻
き
な
が
ら
、
誰
も
何
も
見
よ
う
と
は
せ
ず
に
ソ
フ
ァ
ー
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
の
Ｘ
夫
人
は
見
せ
物
と
し
て
見
事
な
骨
董
品
に
紛
れ
て
元
気
こ
の
上
な
く
歩
き
回
っ
て
い
る
。
全
世
界
の
戦
利
品
が
あ
の
信
じ
難
く
も
ち

っ
ぽ
け
な
サ
ロ
ン
に
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
代
物
は
足
元
に
転
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
壁
に
沿
っ
て
登
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
衝
立
て
や
張
出
し
棚
や

テ
ー
ブ
ル
に
ぴ
た
っ
と
離
れ
な
い
。
一
方
の
肘
が
日
本
製
の
玩
具
を
威
嚇
し
、
も
う
一
方
の
肘
が
ド
レ
ス
デ
ン
の
陶
製
の
女
羊
飼
い
を
脅
か
す
。
七

色
の
虹
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
野
蛮
な
ま
で
に
不
釣
り
合
い
な
調
べ
を
撒
き
散
ら
す
。
こ
う
し
て
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
こ
の
荒
唐
無
稽
な
部
屋
の
片
隅
で

我
関
せ
ず
ソ
フ
ァ
ー
に
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
倦
怠
極
ま
り
な
い
人
生
に
す
っ
か
り
絶
望
し
き
っ
た
よ
う
な
素
振
り
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
雰
囲

気
の
な
か
、
新
し
い
雑
誌
に
寄
稿
予
定
の
博
学
な
私
の
友
人
か
ら
、
何
気
な
い
話
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
た
ぶ
ん
切
り
出
す
の
は
新
し
い

雑
誌
の
若
い
編
集
者
か
も
し
れ
な
い
。
は
た
ま
た
（
あ
り
得
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
）
私
に
同
行
す
る
無
口
な
イ
ギ
リ
ス
人
か
も
し
れ
ぬ
。
す
る

と
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
顔
も
あ
げ
ず
に
、
分
か
り
や
す
く
話
そ
う
と
工
夫
し
た
り
も
せ
ず
に
、
話
し
か
け
て
き
た
そ
の
言
葉
を
採
り
あ
げ
て
そ
れ
と
は

違
っ
た
言
い
方
に
換
え
る
、
つ
ま
り
相
手
の
言
葉
を
概
ね
突
き
抜
け
て
完
璧
に
翻
訳
さ
れ
た
言
い
方
、
即
興
で
練
り
上
げ
た
表
現
を
披
露
す
る
の
で

あ
る
。
誰
か
が
話
に
持
ち
出
し
た
の
は
、
た
ぶ
ん
間
の
抜
け
た
本
か
間
抜
け
な
女
の
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
語
る
と
、
書
物
は

不
気
味
に
迫
っ
て
き
て
そ
の
鈍
重
さ
に
お
い
て
測
り
難
く
し
て
、
つ
い
に
は
愚
鈍
の
な
せ
る
傑
作
、
奇
蹟
と
な
る
。
何
の
変
哲
も
な
い
弱
々
し
い
女
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が
人
の
眼
の
前
で
徐
々
に
恐
怖
の
対
象
に
な
っ
て
く
る
。
彼
が
捉
え
る
の
は
常
に
事
象
の
不
快
な
側
面
で
あ
る
が
、
そ
の
不
快
か
ら
生
れ
る
抵
抗
の

激
し
さ
が
彼
の
嫌
悪
感
を
吐
露
し
た
表
現
の
な
か
に
一
縷
の
崇
高
さ
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
ど
の
文
章
も
一
つ
の
警
句
で
あ
り
、
ど
の
警
句
も
あ
る

評
判
や
理
想
を
打
ち
の
め
し
て
し
ま
う
。
痛
ま
し
い
意
外
性
を
受
け
た
時
の
よ
う
な
口
調
で
、
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
軽
蔑
の
眼
で
も
っ
て
彼

は
意
味
深
長
に
も
話
す
の
で
、
そ
れ
が
人
間
の
愚
か
さ
に
対
し
て
も
は
や
憐
憫
と
な
る
。

※
な
お
〈
注
〉
に
関
し
て
は
、
前
号
で
割
愛
し
た
〈
注
〉
も
含
め
て
こ
の
作
品
の
「
結
語
」
の
あ
と
に
纏
め
て
施
す
こ
と
と
し
た
い
。




