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意
識
あ
る
蛋
白
質
の
砕
け
る
と
き

貞
　
廣
　
真
　
紀

1　

そ
の
死
は
誰
の
も
の
な
の
か
？	

　
　
　

―
「
わ
た
し
」
と
「
わ
た
し
た
ち
」
の
狭
間
で

　

映
画
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹄︵
二
〇
一
二
︶
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る

悪
い
。
批
判
の
多
く
は
映
画
の
最
終
部
、
ブ
ド
リ
の
火
山
へ
の
投
身
と
い

う
﹁
自
己
犠
牲
﹂
に
ま
つ
わ
る
も
の
︱
つ
ま
り
、﹁
こ
の
話
は
崇
高
な
自

己
犠
牲
の
精
神
が
テ
ー
マ
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
の
映
画
で
は
、
ブ

ド
リ
が
な
ぜ
死
ん
だ
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
﹂
︱
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

ま
す
む
ら
ひ
ろ
し
デ
ザ
イ
ン
の
猫
の
イ
ラ
ス
ト
の
効
果
も
あ
っ
て
、
ほ
ぼ

無
表
情
で
口
数
の
少
な
い
猫
型
ブ
ド
リ
か
ら
そ
の
内
面
を
読
み
取
る
こ
と

は
難
し
い
。
そ
も
そ
も
、
ブ
ド
リ
は
葛
藤
し
な
い
。
自
ら
の
行
い
が
正
し

い
か
ど
う
か
を
幾
度
と
な
く
反
省
し
、
過
ち
を
告
白
し
な
が
ら
社
会
の
期

待
を
内
面
化
し
て
い
く
の
が
近
代
主
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ド
リ
は
対

極
的
な
存
在
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
ブ
ド
リ
に
内
面
な
ど
と

い
う
も
の
は
な
い
の
だ
と
言
っ
て
み
て
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
ブ
ド
リ
を
前
に
、﹁
社
会
に
対
す
る
個
﹂
と

い
う
近
代
主
体
を
前
提
し
た
上
で
作
品
に
向
か
い
合
う
観
客
は
、
感
情
移

入
先
を
な
く
し
て
疎
外
感
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
皆
と
自
分

の
欲
望
の
間
で
引
き
さ
か
れ
、
葛
藤
し
な
が
ら
な
お
投
身
を
決
断
す
る
と

い
う
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
お
馴
染
み
の
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
救
世
主
を

彷
彿
と
さ
せ
る
主
人
公
を
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
苛
立
つ
の
で
あ
る
。﹁
自

己
犠
牲
の
テ
ー
マ
を
な
ぜ
も
っ
と
強
調
し
な
い
の
か
﹂、﹁
観
客
が
ラ
ス
ト

シ
ー
ン
で
涙
す
る
よ
う
に
な
ぜ
撮
れ
な
か
っ
た
の
か
﹂
と
、
星
一
つ
評
価

の
レ
ビ
ュ
ー
は
映
画
に
対
す
る
憤
懣
を
隠
さ
な
い
。
不
満
に
は
そ
れ
な
り

の
理
由
が
あ
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
原
作
の
童
話
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
先
駆
形
﹁
グ
ス
コ
ン

	

︱
宮
沢
賢
治
、
存
在
の
連
鎖
、
自
死
と
意
思
に
つ
い
て
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ブ
ド
リ
の
伝
記
﹂
か
ら
﹁
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹂
に
至
る
改
稿
過
程

は
、
観
客
の
期
待
と
は
む
し
ろ
逆
の
過
程
を
た
ど
る
。
端
的
に
言
え
ば
、

賢
治
は
改
稿
を
通
じ
て
ブ
ド
リ
を
英
雄
と
し
て
描
く
こ
と
を
止
め
た
の
だ
。

﹁
グ
ス
コ
ン
ブ
ド
リ
﹂
に
お
い
て
は
、
ブ
ド
リ
の
決
意
を
聞
い
た
所
長
は

涙
ぐ
み
、
か
つ
て
ブ
ド
リ
を
あ
ざ
笑
い
痛
め
つ
け
た
百
姓
た
ち
は
そ
の
投

身
を
知
っ
て
自
分
た
ち
の
行
為
を
反
省
し
、
火
山
の
爆
発
後
に
は
﹁
み
ん

な
は
ブ
ド
リ
の
た
め
に
喪
章
を
つ
け
た
旗
を
軒
ご
と
に
立
て
﹂
る
の
だ
が

︵
8
巻
551
︶、
こ
う
し
た
記
述
は
最
終
形
で
は
こ
と
ご
と
く
削
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
栗
原
敦
は
﹁
作
者
は
ブ
ド
リ
を
共
同
体

の
英
雄
と
し
て
扱
う
こ
と
に
異
議
を
呈
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
で
し

ょ
う
。
あ
る
い
は
、
奉
仕
や
犠
牲
が
見
返
り
に
よ
っ
て
価
値
付
け
ら
れ
る

こ
と
、
そ
の
連
鎖
を
断
つ
こ
と
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
見
え
て
く
る
も
っ

と
大
切
な
透
き
通
っ
た
も
の
へ
の
期
待
が
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
﹂
と
解
説
し
て
い
る
︵
12
︶。
た
し
か
に
ブ
ド
リ
は
、
見
返
り

や
承
認
の
た
め
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
言
葉
の
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
、

共
同
体
的
な
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。﹁
ち

ゃ
う
ど
、
こ
の
お
話
の
は
じ
ま
り
の
や
う
に
な
る
筈
の
、
た
く
さ
ん
の
ブ

ド
リ
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
、
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
や
ネ
リ
と
い
つ

し
ょ
に
、
そ
の
冬
を
暖
か
い
た
べ
も
の
と
、
明
る
い
薪
で
楽
し
く
暮
ら
す

こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
は
幕
を
閉
じ
る
の
だ

が
︵
8
巻
271
︶、﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
や
ネ
リ
﹂
と
い
う
表
現
が
示
唆
す

る
よ
う
に
、
ブ
ド
リ
に
と
っ
て
の
﹁
わ
た
し
﹂
と
は
﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
共

同
体
で
あ
り
、﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
共
同
体
も
ま
た
ブ
ド
リ
の
一
部
な
の
だ
。

そ
し
て
、
非
人
称
化
さ
れ
た
﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
の
生
命
の
集
合
で
あ
る
よ

う
な
複
合
的
な
生
を
生
き
る
ブ
ド
リ
は
、﹁
個
人
︵
こ
れ
以
上
は
分
割
で

き
な
い
存
在
︶﹂
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
﹂
に
そ

の
存
在
を
引
き
継
が
れ
る
、
い
わ
ば
﹁
通
個
人
﹂
的
な
存
在
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
。
秦
野
一
宏
は
、﹁
そ
の
冬
﹂
の
後
に
幸
福
が
続
く
か

ど
う
か
は
﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
た
ち
﹂
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
賢
治
は

新
し
い
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
た
ち
が
出
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
に

違
い
な
い
、
と
結
論
し
て
い
る
。
た
と
え
、﹁
次
か
ら
次
へ
と
人
が
ブ
ド

リ
の
あ
と
に
続
い
て
ゆ
く
そ
の
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
い
さ
さ
か
﹁
美

し
す
ぎ
る
﹂
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
︵
28
︶。

　
﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
﹂
か
ら
な
る
複
合
的
な
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
﹁
美
し

す
ぎ
る
﹂
よ
う
に
思
え
る
の
は
、
私
た
ち
が
私
有
財
産
制
に
基
づ
く
個
人

の
概
念
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
み
ん

な
の
た
め
に
生
き
、
み
ん
な
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
、
誰
か
に
命
を
つ
な

ぐ
た
め
の
生
命
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
﹁
わ

た
し
﹂
の
あ
り
方
は
、
時
に
、
近
代
的
個
人
と
い
う
も
の
に
慣
れ
親
し
ん

だ
私
た
ち
を
不
安
に
さ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
個

か
ら
共
同
性
を
志
向
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
死
を
個
の
臨
界
点
と

考
え
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
と
も
に
生
き
る
こ
と
は
で
き
て
も
死
を
共
有

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
死
と
い
う
断
絶
に
お
い
て
こ
そ
、

誰
と
代
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
、
こ
の
﹁
わ
た
し
﹂
の
能
動
性
と
﹁
わ
た

く
し
性
﹂
の
よ
う
な
も
の
を
証
立
て
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
い
の
で

は
な
い
か
。
映
画
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
﹄
が
提
起
す
る
の
は
、
ま
さ
に
近
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代
主
体
の
消
滅
を
め
ぐ
る
ア
ポ
リ
ア
︱
そ
の
死
は
み
ん
な
の
も
の
な
の

か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
も
の
な
の
か
︱
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
論

は
ま
ず
、
映
画
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
﹄
に
お
け
る
自
己
犠
牲
を
ふ
り
か
え

り
、
宮
沢
賢
治
作
品
に
お
け
る
非
人
称
的
、
集
合
的
生
へ
の
抵
抗
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
杉
井
ギ
ザ
ブ
ロ
ー
の
映
画
版
は
、
原
作

と
の
相
違
に
も
関
わ
ら
ず
、
通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
批

判
的
な
か
た
ち
で
賢
治
の
自
己
犠
牲
を
解
釈
し
、
そ
こ
に
内
在
す
る
分
裂

を
可
視
化
し
て
い
る
。
本
論
は
、
そ
の
後
、
映
画
が
浮
き
彫
り
に
す
る
分

裂
、
す
な
わ
ち
自
己
犠
牲
と
い
う
出
来
事
に
結
晶
さ
れ
る
﹁
わ
た
し
﹂
と

﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
の
分
裂
の
根
源
を
﹁
青
森
挽
歌
﹂
に
、
妹
と
し
子
の
死
に

見
て
い
く
。
お
そ
ら
く
彼
女
の
死
を
経
由
し
て
初
め
て
、
賢
治
の
自
己
犠

牲
が
し
ば
し
ば
見
せ
る
﹁
わ
た
く
し
性
﹂
に
対
す
る
祈
り
の
よ
う
な
感
情

を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。

2　

自
己
犠
牲
か
ら
自
死
へ	

	

―
映
画
『
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
説
』
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

　

映
画
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹄
の
場
合
、
原
作
と
同
様
、
通
常
の

犠
牲
行
為
に
見
ら
れ
る
価
値
の
互
酬
は
巧
妙
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
ブ
ド
リ
の
投
身
そ
の
も
の
が
描
か
れ
ず
、
飛
行
機
か
ら
火
山
の
爆
発

を
見
て
、
黙
祷
を
捧
げ
る
の
は
ク
ー
ボ
ー
大
博
士
だ
け
で
あ
り
、
そ
も
そ

も
そ
こ
に
﹁
自
己
犠
牲
﹂
の
行
為
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
さ
え
知
る
人
は

な
い
。﹁
虔
十
公
園
林
﹂
の
場
合
と
は
異
な
り
、
ブ
ド
リ
の
名
は
後
世
に

語
り
継
が
れ
る
こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
賞
賛
と
い
う
返
礼
は
お
ろ
か
、
村

人
に
負
目
を
残
す
こ
と
も
な
い
。
そ
の
死
は
ブ
ド
リ
と
い
う
個
人
に
帰
属

す
る
こ
と
な
く
、
非
人
称
的
で
抽
象
的
な
﹁
み
ん
な
﹂
の
共
有
財
と
な
る
。

ネ
リ
と
ブ
ド
リ
を
連
れ
去
っ
た
男
が
徹
底
し
て
ブ
ド
リ
を
﹁
男
の
子
﹂
と

呼
び
、
固
有
名
で
呼
ば
な
い
こ
と
は
極
め
て
示
唆
的
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
が
本
論
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
や
ネ
リ
﹂
の
た
め
の
匿
名
の
生
命
、
あ
る
い
は

生
命
の
匿
名
性
は
ブ
ド
リ
個
人
の
英
雄
視
を
許
さ
ず
、
そ
れ
だ
け
で
観
客

に
異
物
感
を
残
す
の
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
は

な
い
。
映
画
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹄
が
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
の
は
、

こ
の
﹁
み
ん
な
﹂
の
共
有
財
と
し
て
の
﹁
ブ
ド
リ
﹂
の
死
が
、
集
合
的
生
命

に
還
元
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
な
お
、
奇

妙
に
私
的
な
死
を
描
い
て
い
る
こ
と
だ
。
通
常
犠
牲
は
奉
納
者
の
私
的
欲

望
が
断
念
さ
れ
る
か
た
ち
で
遂
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
犠

牲
が
自
分
の
私
的
欲
望
に
基
づ
い
た
行
為
で
あ
れ
ば
、﹁
好
き
で
や
る
な

ら
ご
勝
手
に
、
と
い
う
反
応
が
返
っ
て
く
る
﹂
こ
と
に
な
り
、
道
徳
的
評

価
に
は
値
し
な
い︵
60
︶。
田
村
均
は
こ
れ
を
﹁
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
﹂
と
呼
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
、
映
画
版
ブ
ド
リ
の
行
為
に
は
、

ど
う
も
こ
の
﹁
放
棄
﹂
が
欠
け
て
い
る
印
象
を
拭
え
な
い
の
だ
。
彼
の
火

山
へ
の
投
身
は
、
何
か
を
放
棄
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
死
ん
で
し

ま
い
た
い
と
い
う
欲
望
の
成
就
そ
の
も
の
に
見
え
る
1
。
ど
う
い
う
こ
と

か
。

　

原
作
で
ブ
ド
リ
の
決
意
の
直
前
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
ブ
ド
リ
の
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お
と
う
さ
ん
た
ち
﹂
の
埋
葬
と
鎮
魂
で
あ
り
、
過
去
の
飢
饉
の
記
憶
で
あ

り
、
そ
し
て
、
同
じ
よ
う
な
飢
饉
と
死
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る

不
安
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ブ
ド
リ
の
決
断
の
前
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

﹁
こ
の
ま
ま
で
過
ぎ
る
な
ら
、
森
に
も
野
原
に
も
、
ち
ょ
う
ど
あ
の
年
の

ブ
ド
リ
の
家
族
の
よ
う
に
な
る
人
が
た
く
さ
ん
で
き
る
の
で
す
。
ブ
ド
リ

は
ま
る
で
物
も
食
べ
ず
に
幾
晩
も
幾
晩
も
考
え
ま
し
た
﹂︵
8
巻
269
︶。
他

方
、
映
画
で
は
、
ブ
ド
リ
の
決
意
は
ネ
リ
を
連
れ
去
っ
た
男
と
の
関
連
に

お
い
て
語
ら
れ
る
。
ブ
ド
リ
は
、
し
ば
し
ば
ネ
リ
を
連
れ
去
っ
た
男
を
追

い
か
け
る
よ
う
に
し
て
魑
魅
魍
魎
の
住
ま
う
異
界
に
足
を
踏
み
入
れ
、
次

第
に
火
山
へ
と
導
か
れ
る
。
噴
火
を
人
為
的
に
誘
発
す
る
こ
と
を
決
め
た

夜
も
例
外
で
は
な
い
。
ブ
ド
リ
が
﹁
ぼ
く
は
今
ま
で
た
く
さ
ん
の
人
に
生

か
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
命
を
た
く
さ
ん
の
人
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
な

ら
、
ぼ
く
は
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
、
何
で
も
す
る
﹂
と
宣
言
し
た

そ
の
直
後
、
例
の
人
さ
ら
い
が
突
如
ブ
ド
リ
の
前
に
現
れ
て
、
こ
う
言

う
。﹁
男
の
子
、
私
は
お
前
に
呼
ば
れ
て
き
た
ん
だ
﹂
と
。
そ
し
て
、
ま

る
で
暗
記
し
た
セ
リ
フ
を
読
む
か
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
説

得
す
る
か
の
よ
う
に
、﹁
ぼ
く
が
行
き
た
い
の
は
ど
う
し
て
も
カ
ル
ボ
ナ

ー
ド
を
噴
火
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
﹂、﹁
ぼ
く
は
ど
う
あ
っ
て

も
カ
ル
ボ
ナ
ー
ド
を
噴
火
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
、
そ
の
た
め

な
ら
、
こ
の
体
な
ん
か
大
循
環
の
塵
に
な
っ
て
も
平
気
だ
﹂
と
繰
り
返
す

ブ
ド
リ
を
男
は
さ
ら
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︵
杉
井
［
１
：
34
：
20
︱
１
：

36
：
36
］︶。﹁
私
は
お
前
に
呼
ば
れ
て
き
た
﹂
と
い
う
人
さ
ら
い
の
台
詞
は
、

ブ
ド
リ
の
火
山
へ
の
投
身
が
お
よ
そ
﹁
た
く
さ
ん
の
人
の
た
め
﹂
と
は
無

縁
の
私
的
な
欲
望
か
ら
生
じ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ブ
ド
リ
が
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
求
め
て
い
た
の
が
漠
然
と
し
た
死
の

世
界
と
い
う
よ
り
は
、
ネ
リ
と
共
に
い
る
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
忘

れ
る
べ
き
で
は
な
い
2
。
原
作
に
お
い
て
ブ
ド
リ
は
、
農
民
た
ち
に
殴
ら

れ
て
気
絶
し
て
運
ば
れ
た
病
院
で
ネ
リ
と
再
会
し
、
彼
女
が
幸
せ
に
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
だ
か
ら
、
ネ
リ
の
存
在
が
ブ
ド
リ
の
火
山
へ
の

投
身
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
映
画
で
は
、
ネ
リ
の

死
が
物
語
中
直
接
的
に
描
か
れ
た
り
、
ブ
ド
リ
の
意
識
に
上
っ
た
り
す
る

こ
と
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
ネ
リ
と
死
、
ネ
リ
と
と
し
子
の
死
は
幾
重

に
も
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
映
画
の
冒
頭
、
家
族
が
食
事

を
す
る
シ
ー
ン
で
ブ
ド
リ
が
森
で
見
た
白
い
鳥
に
つ
い
て
話
し
は
じ
め
る

箇
所
が
あ
る
。
父
親
が
そ
れ
に
対
し
、﹁
と
ん
び
の
染
屋
が
な
ま
け
て
羽

根
を
染
め
そ
こ
ね
た
ん
だ
。
き
っ
と
フ
ク
ロ
ウ
が
怒
っ
て
る
ぞ
﹂
と
言
う

と
、
ネ
リ
が
す
か
さ
ず
﹁
ネ
リ
、
白
い
ほ
う
が
い
い
﹂
と
返
す
、
た
わ
い

も
な
い
シ
ー
ン
だ
︵
杉
井
［
11
：
04
︱
11
：
28
］︶。
と
ん
び
の
染
屋
に
つ

い
て
は
一
九
二
三
年
頃
執
筆
し
た
と
さ
れ
る
童
話
﹁
林
の
底
﹂
に
描
か
れ

て
い
る
。
鳥
た
ち
は
も
と
も
と
皆
白
く
無
個
性
な
外
見
を
し
て
お
り
、
そ

れ
が
原
因
で
い
ろ
い
ろ
な
間
違
い
が
生
じ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
鳥
の
文
明

が
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
い
う
不
安
が
広
が
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
と
ん
び
の

染
屋
が
鳥
達
を
染
め
て
個
性
を
与
え
て
い
く
の
だ
が
、
鷺
と
白
鳥
を
染
め

る
前
に
気
絶
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
二
匹
の
鳥
は
白
い
ま
ま
な
の
だ

と
い
う
お
話
で
あ
る
3
。
こ
の
よ
う
に
、
映
画
中
は
ネ
リ
は
こ
と
さ
ら
に

白
い
鳥
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
、
詩
﹁
白
い
鳥
﹂
に
お
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い
て
、
白
い
鳥
が
二
十
四
歳
で
死
ん
だ
妹
の
と
し
子
の
生
ま
れ
変
わ
り
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
難
し
い
︵﹁
二
疋
の

大
き
な
白
い
鳥
が
／
鋭
く
か
な
し
く
啼
き
か
は
し
な
が
ら
／
し
め
っ
た
朝

の
日
光
を
飛
ん
で
ゐ
る
／
そ
れ
は
わ
た
く
し
の
い
も
う
と
だ
／
死
ん
だ
わ

た
く
し
の
い
も
う
と
だ
﹂︶︵
1
巻
169
︱
170
︶。

　

さ
ら
に
、
ネ
リ
と
死
を
結
ぶ
仕
掛
け
と
し
て
、﹁
青
森
挽
歌
﹂
か
ら
の

引
用
が
あ
る
。
赤
ひ
げ
の
と
こ
ろ
を
去
っ
た
ブ
ド
リ
が
﹁
銀
河
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
﹂
に
到
着
し
た
際
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
﹁
青
森
挽
歌
﹂
の
一
節
が

聞
こ
え
て
く
る
。
ギ
ル
ち
ゃ
ん
と
ナ
ー
ガ
ラ
の
く
だ
り
で
あ
る
︵﹁︽
ギ
ル

ち
ゃ
ん
ま
っ
さ
を
に
な
っ
て
す
わ
っ
て
ゐ
た
よ
︾﹂︵
1
巻
177
︶。
そ
の
最
中
、

ブ
ド
リ
は
ネ
リ
を
連
れ
去
っ
た
人
さ
ら
い
男
の
後
ろ
姿
を
見
る
の
だ
︵
杉

井
［
54
：
03
︱
55
：
36
］︶。
観
客
は
、
こ
こ
で
よ
う
や
く
、
な
ぜ
ネ
リ
が

男
に
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
し
て
連
れ
て
い
か
れ
た
の
か
、
な
ぜ
男
の
目

は
何
度
も
金
色
に
光
っ
た
の
か
、
な
ぜ
縦
長
の
ス
リ
ッ
ト
の
よ
う
な
男
の

瞳
孔
が
強
調
さ
れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
の
こ
と
は
な
い
、

こ
こ
で
は
人
さ
ら
い
男
は
、
ギ
ル
ち
ゃ
ん
を
絞
め
殺
す
蛇
、
す
な
わ
ち
蛇

神
﹁
ナ
ー
ガ
﹂
に
例
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ー
ン
は
す
ぐ
に

ブ
ド
リ
が
電
車
の
中
で
見
た
夢
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
物
語

で
は
こ
の
後
に
も
、
ブ
ド
リ
が
夢
の
中
で
人
さ
ら
い
を
追
い
か
け
て
魑
魅

魍
魎
の
世
界
の
迷
い
こ
む
情
景
が
繰
り
返
さ
れ
、
最
終
的
に
ブ
ド
リ
は
火

山
へ
と
導
か
れ
る
の
だ
。

　

こ
う
し
て
ネ
リ
の
死
と
と
し
子
は
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ

の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
ブ
ド
リ
の
投
身
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
描
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ネ
リ
と
の
再
会
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
﹃
火

の
精
神
分
析
﹄
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
火
に
対
し
て
性
的
な
価
値
が
付
与

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
、
噴
火
が
﹁
地
下
の
火
の
受

胎
と
多
産
性
の
告
知
﹂
と
考
え
ら
れ
て
い
た
例
は
興
味
深
い︵
76
︶。
な
る

ほ
ど
、
た
し
か
に
自
ら
の
身
体
に
よ
っ
て
火
山
の
爆
発
を
引
き
起
こ
そ
う

と
す
る
ブ
ド
リ
の
行
為
は
、
あ
た
か
も
、
同
じ
火
の
中
で
死
者
ネ
リ
と
一

体
化
し
た
い
と
い
う
、
半
ば
近
親
相
姦
的
欲
望
の
成
就
の
場
と
し
て
想
定

さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
の
と
き
火
は
、
個
人
と
し
て
の
ブ
ド
リ
の

身
体
の
消
滅
の
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
個
人
と
し
て
の
欲
望
を
昇
華
さ

せ
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
無
意
識
で
は
あ
れ
、
も
し
ブ
ド
リ

が
こ
こ
で
欲
望
す
る
の
が
火
山
爆
発
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
名
も
無
き
農
民

た
ち
︵
そ
れ
は
﹁
た
く
さ
ん
の
ブ
ド
リ
や
ネ
リ
た
ち
﹂
で
も
あ
る
︶
で
は
な

く
、
死
ん
だ
た
だ
一
人
の
ネ
リ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
﹁
み
ん
な
の

幸
い
﹂
の
た
め
ど
こ
ろ
か
私
的
欲
望
の
成
就
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
個
人

に
対
す
る
強
い
執
着
、
そ
れ
は
﹁
小
岩
井
農
場
﹂
に
お
い
て
賢
治
が
﹁
変

態
﹂
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
異
常
事
態
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
愛
と
性
こ
そ
、

﹁
至
上
福
祉
﹂
に
至
ろ
う
と
す
る
﹁
宗
教
情
操
﹂、
す
な
わ
ち
、
み
ん
な
の

幸
い
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
﹁
あ
ん
ま
り
恐
ろ
し
い
こ
と
﹂

で
も
あ
っ
た
︵
１
巻
100
︶4
。
そ
れ
が
噴
出
す
る
の
が
﹁
み
ん
な
の
幸
い
﹂

の
た
め
の
究
極
の
行
為
で
あ
る
﹁
自
己
犠
牲
﹂
の
そ
の
場
面
で
あ
る
こ
と

は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

　

映
画
版
﹃
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
﹄
に
描
か
れ
る
自
己
犠
牲
か
ら
見
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え
て
く
る
ア
ポ
リ
ア
、
そ
れ
は
、﹁
わ
た
し
﹂
と
﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
の
間
の
、

個
と
種
の
間
の
、
あ
る
い
は
、
社
会
的
言
語
的
な
ビ
オ
ス
と
非
人
称
的
な

単
な
る
生
命
と
し
て
の
ゾ
ー
エ
ー
と
い
う
二
つ
の
生
命
の
形
式
を
め
ぐ
る

も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
論
が
こ
れ
か
ら
論
じ
た
い
と

思
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
で
あ
る
。
賢
治
の

作
品
に
は
、
個
人
を
何
か
も
っ
と
大
き
な
生
命
の
連
鎖
の
中
に
位
置
付
け

た
い
と
い
う
強
い
欲
望
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
地
質
学
や
進
化
論
な
ど
、

人
間
を
相
対
化
し
解
体
す
る
科
学
に
対
す
る
強
い
関
心
に
反
映
さ
れ
る
こ

と
も
あ
る
し
、
過
剰
な
ま
で
に
直
接
的
な
、
他
者
と
の
電
波
系
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
と
る
こ
と
も
あ
る
5
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
逆
説

的
な
こ
と
だ
が
、
個
別
の
命
の
個
別
性
に
対
す
る
執
着
も
ま
た
生
ま
れ
ず

に
は
い
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
、
賢
治
に
と
っ
て
自
己
犠
牲
が

重
要
な
主
題
と
な
り
え
た
の
は
、
そ
れ
が
﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
の
網
目
の
中

に
穿
た
れ
た
一
つ
の
穴
の
よ
う
な
、
個
別
的
で
、
徹
底
的
な
ま
で
に
私
秘

的
な
︵
だ
か
ら
こ
そ
ブ
ド
リ
の
欲
望
は
観
客
に
さ
え
開
示
さ
れ
な
い
︶
個

と
し
て
の
人
間
の
臨
界
点
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
6
。

　

賢
治
の
自
己
犠
牲
は
従
来
よ
り
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て

お
り
、
そ
の
起
源
を
釈
迦
の
本
生
譚
、
す
な
わ
ち
、﹁
捨
身
﹂
の
概
念
と

結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
自
己
犠
牲

の
死
を
﹁
自
死
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
た
と
え
ば
、
自
死
に
つ

い
て
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
は
こ
う
書
い
て
い
る
。﹁
私
が
命
を
絶
つ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
分
を
破
壊
す
る
た
め
で
は
な
く
、
自
分
を
再
構
成

す
る
た
め
で
あ
る
。
自
殺
と
は
私
に
と
っ
て
、
力
づ
く
で
自
分
を
取
り
戻

し
、
自
ら
の
存
在
に
容
赦
な
く
闖
入
し
て
、
神
の
あ
て
に
な
ら
な
い
前
進

を
追
い
越
す
た
め
の
一
つ
の
手
段
で
あ
ろ
う
﹂7
。﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
の
中

に
回
収
さ
れ
た
自
分
の
存
在
を
、
自
ら
選
び
取
っ
た
死
を
通
じ
て
取
り
戻

す
こ
と
、
そ
れ
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
生
権
力
の
臨
界
点
と
し
て

の
死
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
極
点
と
し
て
自
死
を
位
置
付
け
る
こ
と
と
も

響
き
合
う
。

今
や
生
に
対
し
て
、
そ
の
展
開
の
す
べ
て
の
局
面
に
対
し
て
、
権
力

は
そ
の
掌
握
を
確
立
す
る
。
死
は
権
力
の
限
界
で
あ
り
、
権
力
の
手

に
は
捉
え
ら
れ
ぬ
時
点
で
あ
る
。
死
は
人
間
存
在
の
最
も
秘
密
な
点
、

最
も
﹁
私
的
な
﹂
点
で
あ
る
。
自
殺
が
︱
か
つ
て
は
罪
で
あ
っ
た
、

と
い
う
の
も
、
地
上
世
界
の
君
主
で
あ
れ
彼
岸
の
君
主
で
あ
れ
、
君

主
だ
け
が
行
使
す
る
権
利
の
あ
っ
た
死
に
た
い
す
る
権
利
を
、
ま

さ
に
彼
か
ら
不
当
に
奪
う
一
つ
の
や
り
方
で
あ
っ
た
か
ら
だ
が
︱

十
九
世
紀
に
、
社
会
学
的
分
析
の
場
に
入
っ
た
最
初
の
行
動
の
一
つ

で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
驚
く
に
は
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
生
に
対

し
て
行
使
さ
れ
る
権
力
の
境
界
に
あ
っ
て
、
そ
の
間
隙
に
あ
っ
て
、

死
ぬ
こ
と
に
対
す
る
個
人
的
で
私
的
な
権
利
を
出
現
さ
せ
た
の
だ
。

︵
175
︱
176
︶

フ
ー
コ
ー
は
日
本
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
日
本
に
お

い
て
も
、
二
十
世
紀
初
頭
、
死
と
存
在
の
﹁
わ
た
く
し
性
﹂
が
結
び
つ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
れ
以
前
は
、
病
や
精
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神
疾
患
が
自
殺
の
主
た
る
原
因
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

厭
世
自
殺
と
い
う
も
の
が
急
速
に
統
計
上
に
上
る
よ
う
に
な
る
の
が
こ
の

時
期
な
の
だ
︵
貞
包
36
︶。
そ
こ
で
は
自
殺
は
、
精
神
錯
乱
、
病
苦
、
困

苦
と
い
っ
た
避
け
が
た
い
外
的
原
因
で
は
な
く
、
個
人
の
内
在
的
動
機
す

な
わ
ち
自
由
意
志
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
︵
そ
れ
ゆ
え
、
避
け
る
こ
と
が
可

能
な
︶
死
と
さ
れ
る
。
個
人
的
で
私
的
な
権
利
の
行
使
と
し
て
死
を
構
成

で
き
る
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
考
え
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
ま
さ
に
そ
の

時
期
に
、
賢
治
が
奇
妙
に
も
意
志
が
強
調
さ
れ
る
自
己
犠
牲
を
描
き
続
け

た
こ
と
は
果
た
し
て
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
の
生
が
無
形
容
な
生
命
の

レ
ベ
ル
に
還
元
さ
れ
る
と
き
、
そ
う
し
た
全
体
的
な
生
命
と
の
交
感
を
自

ら
望
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
な
お
、﹁
わ
た
く
し
性
﹂
を
持
つ

個
人
と
し
て
の
生
の
可
能
性
を
、
賢
治
も
ま
た
自
死
に
見
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
自
死
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
え
る
そ
の
前
に
、
ま
ず
は
と
し
子

の
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
、
賢
治
が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
に
生
命
の
連
鎖

と
個
別
の
生
の
間
で
引
き
裂
か
れ
て
い
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以

上
、﹁
わ
た
し
﹂
の
死
は
﹁
誰
か
の
死
﹂
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え

に
﹁
誰
か
の
死
﹂
を
経
験
す
る
こ
と
は
、
自
ず
か
ら
﹁
わ
た
し
﹂
の
死
の
経

験
に
重
ね
合
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

3　

妹
の
死
―
人
間
の
解
体
と
永
遠
の
生
命

　
﹁
青
森
挽
歌
﹂
は
と
し
子
の
死
を
描
い
て
い
る
︱
そ
の
よ
う
な
形
容

は
一
面
に
お
い
て
正
し
い
の
だ
が
、
同
時
に
、
複
数
の
意
味
で
誤
っ
て

い
る
。﹁
青
森
挽
歌
﹂
に
お
い
て
は
、
と
し
子
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や

め
て
﹁
意
識
あ
る
蛋
白
質
﹂
と
な
り
、
死
は
生
命
の
連
鎖
の
一
部
と
な
り
、

他
者
の
死
の
経
験
は
詩
人
の
死
の
経
験
と
な
る
か
ら
だ
。﹁
青
森
挽
歌
﹂

は
こ
う
し
た
い
く
つ
も
の
生
成
変
化
、
中
沢
新
一
の
言
葉
を
使
え
ば
﹁
反

転
﹂
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
詩
を
支
え
て
い
る
賢
治
の
人
間

観
、
生
命
感
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
の
進
化
論
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ
ル
の
影
響
を
外
し
て
考
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
名
前
は
い
さ
さ
か
唐
突
に
、
二
重
括

弧
に
よ
っ
て
妹
の
臨
終
の
場
の
回
想
に
挟
ま
れ
る
。﹁︽
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
！

／
わ
た
く
し
が
そ
の
あ
り
が
た
い
証
明
の
／
任
に
あ
た
っ
て
も
よ
ろ
し
う

ご
ざ
い
ま
す
︾﹂︵
1
巻
180
︶。
ヘ
ッ
ケ
ル
の
﹁
あ
り
が
た
い
﹂
理
論
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
日
本
で
は
ヘ
ッ
ケ
ル
の
翻
訳
﹃
生
命
の
不
思
議
﹄

︵
一
九
〇
四
︶
が
刊
行
さ
れ
、
賢
治
も
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
の
だ
が
、
そ

の
生
態
学
の
最
大
の
特
徴
は
、
地
球
の
全
生
命
が
原
子
と
い
う
﹁
単
一
の

経
済
単
位
﹂
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
あ
る
。
一
八
六
六
年
の

ヘ
ッ
ケ
ル
の
言
葉
を
引
け
ば
、

地
球
上
の
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
自
然
物
、
生
物
で
あ
れ
無
生
物
で

あ
れ
、
い
っ
さ
い
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
構
成
物
質
の
も
つ
本
質
的
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な
基
本
特
性
、
原
子
が
集
ま
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
、
お
よ
び
形

態
や
機
能
が
抗
生
物
質
の
直
接
間
接
的
な
作
用
か
ら
生
じ
た
と
い
う

点
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
に
存
在
す
る
機
能
や
機
能
上

の
相
違
点
は
、
単
に
構
成
原
素
の
異
な
っ
た
化
学
結
合
の
様
式
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
物
質
的
な
相
違
が
、
直
接
に
必
然
的
に
も
た
ら

し
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。﹁
生
命
﹂
の
名
で
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
、
有

機
体
の
固
有
の
形
態
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
固
有
の
運
動
現
象
は
、

特
別
な
︵
内
部
や
外
部
に
あ
る
と
さ
れ
る
︶
力
︵
生
命
力
︶
の
現
れ
で

は
な
く
て
、
単
に
タ
ン
パ
ク
質
や
他
の
複
雑
な
炭
素
化
合
物
の
直
接

間
接
的
な
作
用
の
結
果
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。︵
佐
藤
197

に
引
用
︶

彼
の
全
体
論
は
、
人
間
中
心
的
世
界
観
か
ら
脱
却
し
、
無
生
物
も
含
め
た

す
べ
て
の
地
球
生
命
体
を
議
論
の
出
発
点
に
置
く
と
い
う
意
味
で
、
今
日

﹁
デ
ィ
ー
プ
エ
コ
ロ
ジ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
る
生
命
観
に
近
い
︵
ガ
リ
ー
119
︱

120
︶。
生
物
、
無
生
物
が
同
じ
自
然
法
則
に
従
い
、
同
一
方
向
に
進
化
す

る
と
い
う
一
元
論
の
立
場
に
立
て
ば
、
人
間
と
動
物
で
あ
れ
、
有
機
物
と

無
機
物
で
あ
れ
、
そ
の
境
界
は
容
易
に
飛
び
越
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

だ
ろ
う
。
人
間
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
、
鉱
物
︵
す
な
わ
ち
、
地
球
︶
の

生
命
時
間
の
一
点
で
し
か
な
く
、
そ
の
中
で
、
人
間
は
い
か
な
る
特
権
的

な
意
味
も
持
ち
え
な
い
。
地
球
の
時
間
単
位
で
現
象
を
見
る
と
い
う
鉱
物

学
に
親
し
み
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
論
に
も
通
じ
て
い
た
賢
治
に
と

っ
て
8
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
生
物
発
生
の
法
則
や
唯
物
論
的
進
化
論
は
、
人
間

を
原
子
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
分
解
し
、
よ
り
大
き
な
生
命
体
の
中
に
位
置
付

け
る
と
い
う
点
で
、
魅
力
的
な
理
論
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

　

実
際
、﹁
青
森
挽
歌
﹂
で
生
じ
る
の
は
、
生
と
死
の
境
界
の
撹
乱
で
あ

り
、
人
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
液
状
化
と
言
っ
て
い
い
。﹁
こ
ん
な
や

み
よ
の
の
は
ら
の
な
か
を
ゆ
く
と
き
は
／
客
車
の
窓
は
み
ん
な
水
族
館
の

窓
に
な
る
﹂
︱
そ
の
よ
う
に
詩
が
始
め
ら
れ
た
時
、
液
状
化
し
解
体
さ

れ
る
の
は
、
窓
の
あ
ち
ら
側
だ
け
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
車
窓
か
ら
見

え
る
暗
闇
が
水
に
、
そ
し
て
寒
天
凝
膠
に
変
化
し
て
い
く
と
き
、
世
界
の

内
側
と
外
側
は
反
転
し
、
車
室
も
ま
た
﹁
い
っ
ぱ
い
の
液
体
﹂
に
満
た
さ

れ
、﹁
真
鍮
の
眠
そ
う
な
脂
肪
酸
に
み
ち
﹂、
電
燈
は
﹁
い
よ
い
よ
つ
め
た

く
液
化
さ
れ
﹂
る
︵
1
巻
176
︶。
ま
る
で
、
死
に
お
い
て
微
分
さ
れ
、
細
か

な
粒
子
の
あ
つ
ま
り
と
な
っ
て
大
気
に
と
け
こ
む
液
体
と
な
る
の
は
と
し

子
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
思
う
賢
治
自
身
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。

　

分
子
へ
の
解
体
、
液
状
化
に
対
す
る
希
求
を
、
賢
治
自
身
の
病
、
結
核

を
抱
え
た
身
体
意
識
に
求
め
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
的
外
れ
で
は
な
い
よ
う

に
思
う
9
。﹁
疾
中
﹂
詩
篇
の
最
後
に
置
か
れ
た
、
い
わ
ば
信
仰
告
白
の
よ

う
な
﹁︵
一
九
二
九
年
二
月
︶﹂
で
は
、
身
体
が
個
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り

を
解
体
さ
れ
、
原
子
と
な
り
、
身
体
と
外
界
と
の
境
界
を
融
解
さ
せ
な
が

ら
、
最
終
的
に
﹁
法
﹂
と
し
て
意
識
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
。

わ
れ
と
は
畢
竟
法
則
の
外
の
何
で
も
な
い

か
ら
だ
は
骨
や
血
や
肉
や 

そ
れ
ら
は
結
局
さ
ま
ざ
ま
の
分
子
で 
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幾
十
種
か
の
原
子
の
結
合 

原
子
は
結
局
真
空
の
一
体 

外
界
も
ま
た
し
か
り 

わ
れ
が
わ
が
身
と
外
界
と
を
し
か
く
感
じ 

こ
れ
ら
の
物
質
諸
種
に
働
く 

そ
の
法
則
を
わ
れ
と
云
ふ 

わ
れ
死
し
て
真
空
に
帰
す
る
や 

ふ
た
ゝ
び
わ
れ
と
感
ず
る
や 

と
も
に
そ
こ
に
あ
る
は
一
の
法
則
の
み
︵
2
巻
543
︱
544
︶

ヘ
ッ
ケ
ル
的
分
子
論
は
、
今
こ
こ
に
あ
る
苦
し
む
身
体
、
す
な
わ
ち
存
在

の
局
所
性
か
ら
主
体
を
自
由
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、
個
人
と
か
個
別
性
と

か
、
主
体
の
﹁
わ
た
く
し
性
﹂
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
全
て
剥
ぎ
取
ら
れ
、

た
だ
﹁
真
空
﹂
だ
け
が
残
る
の
だ
。
む
ろ
ん
、
そ
の
﹁
真
空
﹂
と
は
、
法
華

経
の
文
脈
に
お
い
て
は
単
な
る
空
っ
ぽ
の
状
態
で
は
な
い
。﹁
真
空
妙
有
﹂

と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
は
現
実
を
生
成
さ
せ
し
め
る
潜
在
的

な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︵
宮
澤
71
︶10
。

　

し
か
し
、
液
状
化
す
る
世
界
に
た
ゆ
た
い
、﹁
あ
り
た
が
い
証
明
﹂
の

任
に
就
い
て
も
よ
い
と
高
ら
か
に
宣
言
し
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
す
ぐ

さ
ま
そ
の
声
は
﹁
仮
睡
硅
酸
の
雲
の
な
か
か
ら
／
凍
ら
す
や
う
な
あ
ん
な

卑
怯
な
叫
び
声
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
︵
1
巻
180
︶。
賢
治
が
︽　

︾

内
の
台
詞
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
11
、
こ
こ
で
彼
が
﹁
卑
怯
﹂

だ
と
呼
ぶ
の
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
一
元
論
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、

﹁
あ
り
が
た
い
証
明
の
任
に
就
い
て
も
よ
い
﹂
と
宣
言
し
た
自
分
自
身
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
任
に
つ
け
る
は
ず
も
な
い
の
に
、

そ
う
嘘
ぶ
い
た
自
分
を
、
彼
は
﹁
卑
怯
﹂
と
呼
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

彼
が
そ
の
よ
う
な
任
に
は
つ
け
な
い
理
由
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
世
界

が
分
子
と
な
り
、
流
動
化
し
、
生
と
死
の
境
界
さ
え
も
が
曖
昧
に
な
る
そ

の
世
界
は
、
有
機
無
機
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
接
続

の
感
覚
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
、﹁
わ
た
し
﹂
の
存
在
の
局

所
性
を
克
服
さ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
賢
治
が
求
め
て
止
ま
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
何
か
戦
慄
す

べ
き
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
、
何
が
な
ん
で
あ
る
か
、
誰
が
だ
れ

で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
非
人
称
的
な
生
命
と
し
て
死
者
を
受
け
入
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
か
つ
て
宗
左
近
や
小
野
隆
祥
は
賢
治
の
鉱
物
学
へ
の
興

味
を
取
り
上
げ
、
賢
治
の
中
に
あ
る
、
非
人
称
的
な
生
命
に
対
す
る
強
い

憧
れ
と
そ
れ
に
対
す
る
恐
れ
を
指
摘
し
た
が
12
、
こ
こ
で
も
賢
治
は
、
と

し
子
が
﹁
ど
こ
へ
行
く
と
も
わ
か
ら
な
い
そ
の
方
向
を
／
ど
の
種
類
の
世

界
へ
は
い
る
と
も
し
れ
な
い
そ
の
み
ち
﹂
を
進
ん
で
行
く
こ
と
に
対
す
る

不
安
を
隠
せ
な
い
︵
1
巻
177
︶。
次
の
行
は
よ
り
明
確
に
、
一
元
的
生
命

観
に
対
す
る
困
惑
を
示
し
て
い
る
。

そ
れ
と
も
お
れ
た
ち
の
声
を
聴
か
な
い
の
ち 

暗
紅
色
の
深
く
も
わ
る
い
が
ら
ん
洞
と

意
識
あ
る
蛋
白
質
の
砕
け
る
と
き
に
あ
げ
る
声
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亜
硫
酸
や
笑
気
の
に
ほ
ひ

こ
れ
ら
を
そ
こ
に
見
る
な
ら
ば

あ
い
つ
は
そ
の
中
に
真
っ
青
に
な
っ
て
立
ち

立
っ
て
い
る
と
も
よ
ろ
め
い
て
い
る
と
も
わ
か
ら
ず

頰
に
手
を
あ
て
て
ゆ
め
そ
の
も
の
の
よ
う
に
立
ち
︵
1
巻
184
︶

こ
れ
は
お
そ
ら
く
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
が
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
モ
デ
ル
に

よ
れ
ば
、﹁
意
識
あ
る
蛋
白
質
﹂
の
崩
壊
は
単
な
る
死
体
の
解
体
の
過
程

に
す
ぎ
な
い
。
無
機
物
か
ら
生
物
へ
と
連
続
的
に
進
化
を
上
っ
て
行
く
際
、

間
を
つ
な
ぐ
の
が
結
晶
、
原
形
質
体
で
あ
り
、
生
命
は
い
わ
ば
あ
る
時
に

海
の
中
で
結
晶
化
し
て
生
じ
た
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
︵
佐
藤
196

︱
198
︶。
だ
か
ら
、
死
の
瞬
間
、
人
間
の
身
体
︵
つ
ま
り
タ
ン
パ
ク
質
の

結
晶
︶
は
字
義
通
り
﹁
砕
け
﹂、
脱
組
織
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
そ

れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
疎
遠
で
異
質
な
生
命
体
や
物
質
に
そ
の
存
在
を
解

放
し
接
続
し
て
い
く
生
成
変
化
で
あ
り
、
そ
れ
を
永
遠
の
生
と
呼
ぶ
こ
と

も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、﹁
あ
い
つ
﹂
は
な
ぜ
そ
の
中
に
真
っ
青
に
な
っ

て
立
っ
て
い
る
の
か
。
も
は
や
立
っ
て
い
る
の
か
も
よ
ろ
め
い
て
い
る

の
か
も
わ
か
ら
な
い
、﹁
ゆ
め
そ
の
も
の
の
よ
う
に
﹂
解
体
さ
れ
な
が
ら
、

﹁
あ
い
つ
﹂
は
な
ぜ
そ
の
中
で
真
っ
青
に
な
っ
て
立
っ
て
い
る
の
か
。
そ

の
﹁
意
識
あ
る
蛋
白
質
﹂
の
叫
び
を
、
か
つ
て
愛
し
た
、
か
け
が
え
の
な

い
誰
か
の
叫
び
と
し
て
聞
き
遂
げ
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。

　
﹁
な
ぜ
通
信
が
許
さ
れ
な
い
の
か
﹂﹁
許
さ
れ
て
ゐ
る
﹂
と
賢
治
は
書
く

け
れ
ど
も
︵
1
巻
182
︶、
賢
治
が
受
け
取
る
通
信
は
ど
う
も
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
狂
っ
て
い
て
混
線
が
生
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た

ヘ
ッ
ケ
ル
の
信
奉
者
と
し
て
の
自
分
の
声
と
そ
れ
を
﹁
卑
怯
﹂
と
呼
ぶ
声
、

﹁
ギ
ル
ち
ゃ
ん
﹂
が
﹁
ナ
ー
ガ
ラ
﹂
に
絞
め
殺
さ
れ
た
こ
と
を
よ
く
理
解
で

き
な
い
ま
ま
に
語
る
子
供
た
ち
の
声
、
と
し
子
の
臨
終
の
シ
ー
ン
を
残
酷

な
ま
で
に
冷
や
や
か
に
観
察
す
る
声
と
、
何
種
類
も
の
相
争
う
声
が
何
重

に
も
寄
り
合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
挽
歌
は
進
み
、
そ
し
て
最
後
に
、
大

乗
仏
教
を
説
く
声
が
続
く
。
法
華
経
思
想
は
ヘ
ッ
ケ
ル
の
科
学
思
想
と
対

立
的
で
あ
る
よ
う
で
い
て
、
生
命
の
連
鎖
を
描
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で

は
共
通
し
て
い
る
。
声
は
言
う
。﹁︽
み
ん
な
む
か
し
か
ら
の
き
や
う
だ
い

な
の
だ
か
ら
／
け
つ
し
て
ひ
と
り
を
い
の
つ
て
は
い
け
な
い
︾﹂
と
︵
1
巻

187
︶。
宮
澤
哲
夫
は
、
こ
の
詩
が
﹁
挽
歌
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
重
視

し
て
い
る
た
め
だ
ろ
う
、
い
く
つ
も
の
自
我
に
分
裂
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま

な
﹁
わ
た
く
し
﹂
が
、
最
終
部
に
至
っ
て
一
人
の
﹁
わ
た
く
し
﹂
に
﹁
収
斂

し
結
晶
し
た
気
配
が
こ
こ
に
窺
わ
れ
る
﹂
と
指
摘
す
る
︵
208
︶。
つ
ま
り
、

大
乗
仏
教
の
自
覚
か
ら
﹁
作
者
は
最
後
に
は
自
信
を
も
っ
て
﹂﹁
わ
た
く
し

は
け
つ
し
て
さ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
言
い
切
る
、
と
言
う
の
だ
。
た

し
か
に
、﹁
青
森
挽
歌
﹂
を
挽
歌
と
し
て
理
解
す
る
限
り
、
詩
の
冒
頭
か

ら
見
ら
れ
る
声
の
分
裂
や
荒
々
し
い
言
葉
遣
い
、
繰
り
返
し
や
問
答
と
い

っ
た
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
特
有
の
語
り
手
の
混
乱
は
最
終
的
に
は
収
束
し

て
い
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
詩
は
本
当
に
挽
歌
に
な
り
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
﹁
あ
あ
、
わ
た
く
し
は
け
つ
し
て
さ
う
し
ま
せ
ん
で
し
た
﹂︵
1
巻
187
︶

と
い
う
強
い
否
定
は
、
単
な
る
否
定
文
と
し
て
は
少
し
ば
か
り
強
す
ぎ
る



84

の
で
は
な
い
か
。﹁
け
っ
し
て
﹂
と
言
い
切
る
強
さ
は
、
あ
た
か
も
﹁
さ
う

し
ま
せ
ん
で
し
た
﹂
と
い
う
自
ら
の
言
葉
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
で
は
な

い
か
。
さ
ら
に
続
く
最
終
行
は
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
実
は
否

定
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
強
め
る
ば
か
り
だ
。

あ
い
つ
が
な
く
な
つ
て
か
ら
あ
と
の
よ
る
ひ
る

わ
た
く
し
は
た
だ
の
一
ど
た
り
と

あ
い
つ
だ
け
が
い
い
と
こ
に
行
け
ば
い
い
と

さ
う
い
の
り
は
し
な
か
つ
た
と
お
も
い
ま
す
。︵
1
巻
188
︶

ほ
と
ん
ど
誰
か
に
︵
あ
る
い
は
自
ら
に
︶
言
い
訳
す
る
か
の
よ
う
に
、﹁
た

だ
の
一
ど
た
り
と
﹂
と
い
う
強
い
副
詞
を
用
い
て
、
賢
治
は
祈
り
の
可
能

性
を
全
否
定
す
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
が
否
定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
、
そ
の

否
定
と
い
う
形
式
の
中
で
、
か
つ
て
そ
こ
に
祈
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
者

は
感
じ
と
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
賢
治
自
身
も
ま
た
、
自
身
の
行
う
否

定
に
限
界
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
の
行
が
﹁
し
な
か
つ

た
﹂
で
は
な
く
﹁
し
な
か
つ
た
と
お
も
ひ
ま
す
﹂
と
い
う
留
保
で
締
め
く

く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
大
乗
仏
教
思

想
と
も
ヘ
ッ
ケ
ル
的
生
命
の
連
鎖
思
想
に
も
真
っ
向
か
ら
逆
ら
う
、﹁
個
﹂

と
し
て
の
﹁
ひ
と
り
﹂
の
死
者
に
対
す
る
﹁
わ
た
く
し
﹂
の
祈
り
を
証
立
て

る
だ
ろ
う
。﹁
し
な
か
っ
た
と
お
も
い
ま
す
﹂
と
い
う
否
定
ゆ
え
に
立
ち

上
が
る
祈
り
の
可
能
性
︱
﹁
し
た
か
も
し
れ
な
い
、
け
れ
ど
も
、︵
し
な

か
っ
た
と
お
も
い
ま
す
︶﹂
︱
そ
の
可
能
性
ゆ
え
に
、
大
乗
仏
教
を
信
じ

つ
つ
分
裂
す
る
﹁
わ
た
く
し
﹂
の
言
葉
ゆ
え
に
、
こ
の
詩
は
単
な
る
信
仰

告
白
に
括
り
切
れ
な
い
一
つ
の
詩
に
な
る
。

　

通
常
で
あ
れ
ば
挽
歌
が
担
う
べ
き
喪
の
作
業
は
こ
こ
で
は
成
し
遂
げ

ら
れ
て
い
な
い
13
。
そ
の
意
味
で
、﹁
青
森
挽
歌
﹂
は
挽
歌
で
あ
り
な
が
ら
、

死
者
を
あ
ち
ら
側
に
送
り
届
け
る
た
め
の
挽
歌
で
あ
る
こ
と
を
拒
む
﹁
反

挽
歌
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
詩
だ
。
人
間
を
解
体
し
て
リ
ゾ
ー
ム
的
に
連
結

し
て
い
く
ヘ
ッ
ケ
ル
的
な
生
命
一
元
論
を
肯
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

な
お
そ
れ
に
戦
慄
し
、
大
乗
仏
教
的
﹁
み
ん
な
の
幸
せ
﹂
を
願
い
な
が
ら
、

そ
れ
で
も
な
お
分
割
不
可
能
な
﹁
個
人
﹂
と
し
て
の
﹁
あ
い
つ
﹂
だ
け
の
た

め
に
祈
る
。
語
り
手
の
身
体
を
貫
く
声
の
混
線
は
、
最
終
的
に
法
華
経
の

﹁
わ
た
く
し
﹂
の
声
に
回
収
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ

﹁
わ
た
く
し
﹂
の
内
部
の
、
わ
た
く
し
の
言
葉
と
思
い
の
間
の
分
裂
と
な
り
、

ア
イ
ロ
ニ
ー
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。﹁
青
森
挽

歌
﹂
は
、
永
続
す
る
生
命
体
と
個
体
と
し
て
の
死
ぬ
べ
き
一
つ
の
生
命
の

間
の
、
人
間
と
非
人
間
の
間
の
、
科
学
に
対
す
る
信
と
不
信
の
間
の
、
い

く
通
り
も
の
境
界
線
に
身
を
さ
ら
し
、
引
き
裂
か
れ
、
解
体
さ
れ
る
と
し

子
と
同
様
に
そ
れ
を
歌
う
賢
治
自
ら
が
半
ば
解
体
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
な
お
生
き
延
び
よ
う
と
す
る
賢
治
の
た
め
の
詩
で
あ
っ
た
。

　

統
一
さ
れ
た
詩
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
奇
跡
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
よ

う
な
挽
歌
群
の
後
、
と
し
子
は
も
う
あ
ま
り
賢
治
の
詩
に
登
場
し
な
い
。

宗
左
近
は
、
と
し
子
と
い
う
﹁
個
人
﹂
へ
の
思
い
を
書
い
た
﹁
変
態
﹂
と
し

て
の
作
品
を
や
ぶ
り
す
て
る
代
わ
り
に
、
賢
治
は
童
話
と
い
う
﹁
と
し
子

と
共
に
語
っ
た
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
共
に
生
き
た
世
界
﹂
を
書
い
た



意識ある蛋白質の砕けるとき

85

の
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
て
い
る
︵
63
︶。
そ
れ
が
﹁
鎮
魂
﹂
で
あ
り
、
と

し
子
に
別
の
身
体
を
与
え
る
こ
と
だ
、
と
。
し
か
し
、
童
話
が
と
し
子

と
﹁
共
に
﹂
語
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
﹁
み
ん
な
﹂
の
た
め
の

非
人
称
的
宗
教
説
話
と
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。﹁
青
森
挽
歌
﹂
に
見

ら
れ
る
人
間
の
解
体
に
ま
つ
わ
る
葛
藤
︱
つ
ま
り
、
存
在
の
連
鎖
に
対

す
る
過
剰
な
ま
で
の
欲
望
と
、
そ
の
抵
抗
と
し
て
の
連
鎖
の
切
断
︱
は
、

童
話
世
界
の
内
側
に
入
り
込
み
、
自
己
犠
牲
の
モ
チ
ー
フ
に
結
晶
化
さ
れ

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
14
。

4　
「
わ
た
く
し
性
」
へ
の
祈
り	

　
　
　

―
交
換
不
可
能
な
個
体
性
へ
の
意
志
と
し
て
の
自
死

　
﹃
宮
沢
賢
治
の
彼
方
へ
﹄
で
天
沢
退
二
郎
は
、
賢
治
の
作
品
に
お
け
る

自
己
犠
牲
の
主
題
は
﹁
ほ
ん
と
う
は
も
っ
と
他
の
、
別
の
か
た
ち
を
と
る

べ
き
も
の
が
、
な
ん
ら
か
の
原
因
か
ら
深
く
ゆ
が
ん
だ
ま
ま
現
実
と
の

断
面
に
接
し
て
癒
着
し
た
も
の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
が︵
76
︶、
そ
の
自

己
犠
牲
の
扱
い
の
特
殊
さ
は
、
た
と
え
ば
、
彼
が
大
正
八
年︵
一
九
一
九

年
︶
に
ポ
ナ
ペ
島
に
赴
任
し
て
い
た
成
瀬
金
太
郎
と
、
盛
岡
高
等
農
林
学

校
を
退
学
に
な
っ
て
故
郷
に
帰
っ
て
い
た
保
坂
嘉
内
に
送
っ
た﹁
手
紙
一
﹂、

い
わ
ゆ
る
﹁
竜
の
は
な
し
﹂
と
の
比
較
か
ら
一
層
明
瞭
に
な
る
。
そ
れ
は
、

強
い
毒
性
を
持
つ
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
殺
し
て
い
た
竜
が
改
心
す

る
物
語
で
あ
る
。
竜
は
眠
っ
て
い
る
間
に
猟
師
に
皮
を
剥
が
れ
、
そ
の
後
、

赤
裸
に
な
っ
た
身
体
は
虫
に
食
わ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
死
ん
だ
竜
は
天

上
で
お
釈
迦
様
に
な
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
は
﹃
大
智
度
論
﹄
か

ら
引
用
さ
れ
た
釈
迦
前
世
譚
︵﹁
ジ
ャ
ー
タ
カ
﹂︶
で
あ
り
︵
鈴
木
86
︶、
こ

の
物
語
に
同
封
さ
れ
て
い
た
書
簡
も
非
常
に
法
華
経
色
が
強
い
。
賢
治
は

成
瀬
を
通
じ
て
ポ
ナ
ペ
島
に
、
保
坂
を
通
じ
て
山
梨
の
農
村
に
法
華
経
の

教
え
を
普
及
し
、﹁
ほ
ん
と
う
の
世
界
﹂
を
つ
く
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
近
藤
健
史
は
指
摘
し
て
い
る
︵
14
︱
17
︶。
興
味
深
い

こ
と
に
、
こ
の
仏
教
説
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
こ
の
世
の
生
命
と
あ
の

世
の
生
命
を
単
純
に
交
換
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
宗
教
的
犠
牲
は
、
賢
治

の
童
話
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
鈴
木
健
司
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

賢
治
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
﹁
釈
迦
に
な
り
そ
こ
ね
た
者
達
﹂
ば
か
り
な
の

だ
︵
87
︶。

　
﹁
な
め
と
こ
山
の
熊
﹂
は
、
熊
に
よ
る
自
己
犠
牲
と
、
そ
れ
に
応
え
る

よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
小
十
郎
の
自
己
犠
牲
と
い
う
二
つ
の
犠
牲
が
描
か

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ほ
か
の
作
品
に
も
ま
し
て
賢
治
の
自
己
犠
牲
の

性
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
つ
ま
り
、﹁
青
森
挽
歌
﹂
に
お
け
る
と
し
子

の
死
と
同
様
、
解
体
さ
れ
非
人
称
化
さ
れ
る
生
命
と
、
そ
の
よ
う
に
生
き

る
こ
と
へ
の
抵
抗
を
示
す
の
だ
。﹃
賢
治
を
探
せ
﹄
の
中
で
千
葉
一
幹
は
、

こ
の
作
品
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
市
場
経
済
に
注
意
を
促
し
、
他
者
を
使
用

価
値
へ
と
転
ず
る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
す

る
。
そ
も
そ
も
、
熊
を
狙
っ
て
い
る
小
十
郎
は
、
熊
の
命
そ
の
も
の
を
欲

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
買
い
叩
か
れ
な
が
ら
も
、
荒
物
屋
に
肝

や
毛
皮
を
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
米
や
味
噌
を
買
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
計

を
た
て
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
﹁
ク
マ
の
死
は
、
貨
幣
と
い
う
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媒
介
物
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
意
味
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
さ

え
で
き
な
い
﹂︵
千
葉
121
︶。
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
熊
と
小
十
郎
の
死
は
、

こ
の
﹁
商
品
世
界
か
ら
の
撤
退
宣
言
﹂
で
あ
り
、
物
々
交
換
へ
の
転
回
で

あ
る
と
千
葉
は
論
じ
る
。
い
わ
く
、﹁
小
十
郎
に
差
し
出
さ
れ
た
熊
の
体

は
、
見
返
り
を
求
め
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
を
求
め
よ
う
も
な
い
が
、

無
償
の
も
の
で
あ
﹂
り
、
そ
の
無
償
性
ゆ
え
に
聖
性
を
帯
び
る
の
だ
、
と

︵
131
︶。
千
葉
の
議
論
に
か
な
り
の
部
分
同
意
し
つ
つ
、
何
か
加
え
る
こ

と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
熊
の
自
死
と
小
十
郎
の
死
は
、
死
の
交

換
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
対
称
的
に
見
え
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
の

と
こ
ろ
、
極
め
て
非
対
称
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
熊

の
死
が
自
死
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
小
十
郎
の
死
は
偶
然
引
き
起
こ
さ
れ

た
事
故
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
死
を
一
足
飛
び
に
等
価
と
見
な
し
て

よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
読
み
は
、
贈
与
と
し
て
与
え
ら
れ
た
死

を
再
び
交
換
の
中
に
と
り
こ
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
結
論
か
ら

言
え
ば
、
二
つ
の
死
は
非
常
に
似
て
く
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
非
対
称
的
な
死
が
似
て
く
る
の
か
、
そ
の
過
程

に
こ
そ
、
人
と
動
物
の
非
人
称
的
な
生
命
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
の
自
死

と
い
う
も
の
が
浮
上
す
る
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

　

話
を
少
し
戻
そ
う
。
分
子
論
や
進
化
論
に
お
い
て
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、

経
済
も
ま
た
人
間
主
体
を
非
人
称
的
な
存
在
に
す
る
。
小
十
郎
に
と
っ
て

熊
は
毛
皮
と
肝
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
今

こ
こ
に
い
る
﹁
こ
の
熊
﹂
で
な
く
他
の
熊
で
あ
っ
て
も
一
向
に
構
わ
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
小
十
郎
と
熊
と
の
関
係
は
経
済
の
中
の
網
目
の
一
部
を
構

成
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
中
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

存
在
が
非
人
称
的
な
生
命
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と

こ
ろ
が
、
熊
が
持
ち
込
ん
だ
小
十
郎
と
の
約
束
︵﹁
も
う
二
年
ば
か
り
待

っ
て
呉
れ
、
お
れ
も
死
ぬ
の
は
も
う
か
ま
は
な
い
や
う
な
も
ん
だ
け
れ
ど

も
少
し
し
残
し
た
仕
事
も
あ
る
し
た
ゞ
二
年
だ
け
待
っ
て
く
れ
。﹂［
7
巻
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は
、
小
十
郎
を
﹁
こ
の
熊
﹂
と
の
関
係
と
い
う
個
別
の
関
係
の
中
に

引
き
込
ん
で
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
熊
と
小
十
郎
の
間
で
果
た
さ
れ
た
約

束
は
、
経
済
循
環
の
中
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
、
わ
た
し
と
あ
な
た
と

い
う
顔
の
見
え
る
個
人
と
し
て
の
関
係
が
全
う
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ

う
。
肝
と
毛
皮
を
人
に
提
供
す
る
死
ぬ
べ
き
存
在
と
し
て
生
命
の
輪
の
中

に
捕
ら
え
ら
れ
た
、
不
特
定
の
熊
に
す
ぎ
な
か
っ
た
一
匹
の
熊
は
、
商
品

と
し
て
の
価
値
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、﹁
あ
の
こ
の
前
の
熊
﹂

と
い
う
特
異
な
存
在
と
し
て
死
ぬ
の
だ
。
小
十
郎
が
﹁
ど
き
ん
﹂
と
し
た

の
は
、
そ
れ
ま
で
熊
を
肝
や
毛
皮
に
解
体
し
て
い
た
猟
師
と
し
て
の
彼
が

知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
熊
の
﹁
こ
の
熊
性
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の

た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
熊
は
﹁
毛
皮
も
胃
袋
も
や
っ
て
し

ま
う
か
ら
﹂
と
宣
言
し
て
死
ん
で
い
る
が
、
小
十
郎
が
そ
の
死
骸
を
ど
の

よ
う
に
扱
っ
た
か
に
つ
い
て
物
語
が
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
熊
の
毛
皮
と
肝
は
小
十
郎
の
生
活
の
糧
と
な
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、﹁
小
十
郎
は
そ
の
よ
う
に
し
て
命
を
つ
な
い
だ
の
で
し
た
﹂

と
加
え
る
こ
と
も
で
き
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
熊
の
死
を
そ
の

よ
う
に
扱
わ
な
い
。
熊
の
死
は
、
も
は
や
、
何
か
別
の
も
の
の
た
め
の
手

段
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
と
し
て
、
熊
に
と
っ
て
の
あ
る
種
の
自
己
確
立
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と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
繰
り
返
そ
う
。
殺
さ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
は

た
だ
の
、
な
ん
の
固
有
性
も
持
た
な
い
経
済
的
︵
同
時
に
生
命
の
︶
連
鎖

の
一
部
と
し
て
の
熊
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
熊
は
、
自
ら
の
意
思

で
選
ん
だ
自
死
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、﹁
こ
の
﹂
特
定
の
熊
と
し
て
小

十
郎
と
の
約
束
を
果
た
し
、
経
済
関
係
の
軛
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、

小
十
郎
が
祈
り
を
捧
げ
る
の
は
そ
の
死
の
無
償
性
に
対
し
て
だ
け
で
は
な

い
、
個
体
と
し
て
の
生
命
の
臨
界
点
に
対
し
て
、
そ
れ
は
な
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

も
し
意
志
に
基
づ
く
熊
の
死
が
、
熊
の
命
の
固
有
性
を
証
立
て
る
と
す

れ
ば
、
小
十
郎
の
死
と
は
一
体
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、
千
葉
は
小
十
郎
の
死
を
熊
の
死
と
対
称
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
い

る
が
、
も
し
二
つ
の
死
が
物
物
交
換
的
な
意
味
で
の
等
価
交
換
な
ら
ば
、

小
十
郎
は
熊
に
対
す
る
返
礼
と
し
て
、
自
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
小
十
郎
の
死
は
極
め

て
偶
発
的
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

ぴ
し
ゃ
と
い
ふ
や
う
に
鉄
砲
の
音
が
小
十
郎
に
聞
こ
え
た
。
と
こ
ろ

が
熊
は
少
し
も
倒
れ
な
い
で
嵐
の
や
う
に
黒
く
ゆ
ら
い
で
や
っ
て
来

た
や
う
だ
っ
た
。
犬
が
そ
の
足
も
と
に
噛
み
付
い
た
。
と
思
ふ
と
、

小
十
郎
は
が
あ
ん
と
頭
が
鳴
っ
て
ま
は
り
が
い
ち
め
ん
ま
っ
青
に
な

っ
た
。
そ
れ
か
ら
遠
く
で
斯
う
云
ふ
こ
と
ば
を
聞
い
た
。﹁
お
ゝ
小

十
郎
お
ま
へ
を
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。﹂︵
7
巻
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小
十
郎
の
死
は
小
十
郎
の
み
な
ら
ず
熊
の
意
志
と
も
結
び
つ
い
て
い
な
い

と
い
う
意
味
で
極
め
て
ア
ン
チ
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
明

ら
か
に
な
る
の
は
、
死
と
い
う
出
来
事
の
偶
然
性
の
み
な
ら
ず
、
小
十
郎

と
い
う
存
在
の
非
固
有
性
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
小
十
郎
を
殺
し
た
熊
に
と

っ
て
、
死
ぬ
の
は
小
十
郎
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
小
十

郎
の
死
に
い
か
な
る
深
い
意
味
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
偶
然
的
で

非
固
有
的
な
小
十
郎
の
死
、
そ
れ
は
彼
が
そ
れ
ま
で
に
殺
し
て
き
た
熊
の

死
と
同
じ
な
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
小
十
郎
は
そ
れ
ま
で
も
、
そ
の
言
葉
を
理
解
で
き
る
と
思
え

る
ほ
ど
に
熊
に
近
い
存
在
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
自
ら
の
死
の
現

場
に
お
い
て
初
め
て
、
熊
と
人
の
命
が
等
し
く
﹁
軽
い
﹂
こ
と
を
理
解
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
十
郎
の
最
後
の
台
詞
が
﹁
熊
ど
も
、
ゆ
る

せ
よ
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
何
よ
り
ま
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
︱
人

と
動
物
の
生
命
の
軽
や
か
な
共
振
と
し
て
︱
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
の
命
が
偶
然
的
で
非
固
有
的
で
あ
る
こ

と
を
経
験
し
な
が
ら
も
、
小
十
郎
の
つ
ぶ
や
き
は
、
そ
の
死
の
意
味
を
自

ら
の
手
に
奪
還
す
る
行
為
に
も
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
熊
に
対
す

る
詫
び
は
、
そ
の
死
を
、
あ
た
か
も
猟
師
の
自
己
犠
牲
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
せ
る
か
ら
だ
。
自
分
は
熊
に
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
、
こ
の
死
は
偶

然
で
は
な
い
、
自
分
は
そ
の
命
を
彼
ら
の
た
め
に
捧
げ
た
の
だ
、
と
い
う

小
十
郎
に
よ
る
物
語
の
書
き
換
え
で
あ
る
。
偶
然
性
を
必
然
性
に
書
き
換

え
る
こ
と
、
そ
の
死
に
個
別
性
と
意
味
を
与
え
る
こ
と
、
自
死
の
み
な
ら

ず
偶
然
的
な
死
で
さ
え
も
、
そ
の
所
有
に
取
り
戻
す
こ
と
。
そ
の
可
能
性
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の
た
め
に
、
小
十
郎
は
そ
の
死
に
際
し
て
﹁
何
か
笑
っ
て
ゐ
る
﹂
よ
う
に

見
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
︵
7
巻
69
︶15
。
そ
の
死
が
偶
然
の
出

来
事
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
﹁
自
死
﹂
と
同
値
の
、
彼
の
意
志
に
基
づ

く
死
で
あ
る
た
め
に
。

　

偶
然
生
じ
た
熊
に
よ
る
小
十
郎
の
殺
害
、
そ
の
死
は
一
見
し
た
と
こ
ろ

熊
の
死
と
は
ま
っ
た
く
非
対
称
的
な
の
だ
が
、
小
十
郎
の
意
志
に
よ
っ
て
、

自
己
犠
牲
と
し
て
の
熊
の
自
死
に
似
通
っ
て
く
る
。
そ
の
こ
と
は
物
語
最

終
部
の
祈
り
の
シ
ー
ン
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
。

そ
の
栗
の
木
と
白
い
雪
の
峯
々
に
か
こ
ま
れ
た
山
の
上
の
平
に
黒
い

大
き
な
も
の
が
た
く
さ
ん
環
に
な
っ
て
集
ま
っ
て
各
々
黒
い
影
を
置

き
回
々
教
徒
の
祈
る
と
き
の
や
う
に
じ
っ
と
雪
に
ひ
れ
ふ
し
た
ま
ゝ

い
つ
ま
で
も
い
つ
ま
で
も
動
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
雪
と
月
の

あ
か
り
で
見
る
と
い
ち
ば
ん
高
い
と
こ
に
小
十
郎
の
死
骸
が
半
分
座

っ
た
や
う
に
な
っ
て
置
か
れ
て
ゐ
た
。︵
7
巻
69
︶

熊
た
ち
の
祈
る
よ
う
な
姿
勢
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
祈
ら
れ
る
小
十
郎
を

聖
な
る
存
在
へ
と
祭
り
上
げ
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
矢
野
智
司
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
熊
た
ち
が
﹁
黒
い
大
き
な

も
の
﹂﹁
黒
い
影
﹂
と
呼
ば
れ
、
そ
の
異
様
さ
が
こ
の
供
犠
＝
贈
与
の
場
面

に
対
す
る
﹁
人
間
に
よ
る
悲
劇
的
な
意
味
づ
け
﹂
を
拒
ん
で
い
る
こ
と
は

忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︵
186
︶。
熊
た
ち
は
﹁
回
教
徒
が
祈
る
と
き
の
よ
う

に
﹂
ひ
れ
伏
し
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
は
む
ろ
ん
回
教
徒
で
は
な
く
、
単

に
餌
食
を
求
め
て
小
十
郎
の
死
骸
の
周
り
に
単
に
集
ま
っ
て
い
る
だ
け
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
熊
た
ち
を
﹁
仏
教
徒
﹂
で
は
な
く
﹁
回
教
徒
﹂
と
し

た
こ
と
は
、
賢
治
に
と
っ
て
そ
の
祈
り
が
、
そ
し
て
そ
の
祈
り
の
対
象
が
、

何
か
異
質
な
も
の
、
彼
自
身
の
理
解
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
ち
ょ
う
ど
﹁
青
森
挽
歌
﹂
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、﹁
な
め
と
こ
山
の
熊
﹂
も
ま
た
宗
教
説
話
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
過
剰
さ
を
持
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
や
は
り
﹁
青
森
挽
歌
﹂
に

お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
﹁
祈
り
﹂
で
あ
る
こ
と
と
﹁
祈

り
で
は
な
い
﹂
こ
と
の
閾
が
描
か
れ
る
。
死
の
個
別
性
と
一
般
性
の
間
に
、

意
志
と
偶
然
の
間
に
、
信
と
不
信
の
間
に
、
仮
象
と
そ
の
視
差
の
間
に
、

二
つ
の
自
己
犠
牲
は
か
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見

え
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
熊

た
ち
が
祈
る
よ
う
に
私
た
ち
の
前
に
現
れ
る
時
、
半
分
座
っ
た
よ
う
に
置

か
れ
た
小
十
郎
も
ま
た
、
祈
る
人
と
し
て
私
た
ち
の
前
に
現
れ
る
だ
ろ
う
。

祭
ら
れ
拝
ま
れ
る
人
で
は
な
く
彼
自
ら
祈
る
人
と
し
て
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
、
み
ん
な
の
幸
い
を
願
い
な
が
ら
な
お
、
誰
と
も
交
換
で
き
な
い
﹁
こ

の
わ
た
し
の
存
在
﹂、﹁
わ
た
く
し
性
﹂
を
祈
る
人
の
姿
で
あ
る
よ
う
に
思

え
る
の
だ
。

終
わ
り
に

　

松
岡
幹
夫
は
﹃
宮
沢
賢
治
と
法
華
経
﹄
の
中
で
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て

い
る
。﹁
種
々
の
宮
沢
賢
治
論
を
読
む
と
、
賢
治
の
一
生
は
他
者
に
尽
く
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し
抜
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
彩
ら
れ
て
い
る
。︵
中
略
︶
し
か
し
、
私
は
逆
に
、

賢
治
ほ
ど
自
分
の
こ
と
ば
か
り
気
に
し
て
生
き
た
人
も
珍
し
い
と
思
っ
て

い
る
﹂︵
2
︶。
た
し
か
に
、
個
人
と
し
て
の
自
己
を
解
体
し
、
他
者
に
対

し
て
自
ら
を
開
き
、
他
者
の
痛
み
や
そ
の
声
を
自
ら
の
身
体
に
招
き
入
れ

て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
多
孔
的
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ
問
題
に
こ
だ
わ

り
続
け
、
頑
な
に
自
己
の
境
界
を
守
ろ
う
と
す
る
、
宮
沢
賢
治
は
そ
の
よ

う
な
作
家
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
二
つ
は
別
々
の

こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
拡
散
し
、
拡
張
し
、
自
己
の
消
滅
に
よ

っ
て
全
体
に
連
な
り
た
い
と
い
う
欲
望
と
、
そ
れ
で
も
な
お
﹁
個
﹂
と
し

て
の
﹁
わ
た
し
﹂
で
あ
り
続
け
た
い
と
い
う
二
つ
の
欲
望
が
重
な
る
場
所
、

つ
な
が
り
と
離
れ
の
閾
の
よ
う
な
場
所
、
生
命
の
切
断
面
で
あ
り
接
合
面

こ
そ
、
賢
治
が
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
自
己
犠
牲
で
あ
っ
た
と
、
今
は
そ
の

よ
う
に
結
論
し
て
お
き
た
い
。
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註1 

賢
治
の
自
己
犠
牲
を
自
己
滅
却
の
欲
望
の
成
就
と
す
る
研
究
は
す
で

に
あ
る
。
例
え
ば
、
千
葉
一
幹
︵﹃
宮
沢
賢
治
﹄︶
を
参
照
の
こ
と
。
先

行
研
究
と
本
論
の
違
い
を
明
確
に
し
て
お
け
ば
、
本
論
は
、
賢
治
が﹁
み

ん
な
﹂
と
﹁
わ
た
し
﹂
の
二
項
対
立
の
う
ち
の
一
方
を
と
っ
た
と
い
う
見

方
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、﹁
み
ん
な
﹂
か
ら

﹁
わ
た
し
﹂
を
切
り
出
す
契
機
で
あ
り
﹁
み
ん
な
﹂
と
﹁
わ
た
し
﹂
の
閾
と

し
て
自
己
犠
牲
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
要
点
で
あ
る
。

注
6
を
参
照
の
こ
と
。

2 

こ
の
こ
と
は
賢
治
の
作
品
一
般
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、

賢
治
は
、﹁
疾
中
﹂
詩
群
の
﹁︵
そ
の
恐
ろ
し
い
黒
雲
が
︶﹂
の
中
で
、﹁
黒

雲
﹂
に
対
し
て
﹁
切
な
く
熱
く
ひ
と
り
も
だ
え
﹂
る
。
こ
こ
で
は
、
恐
ろ

し
い
黒
雲
へ
の
思
い
が
性
愛
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の﹁
黒
雲
﹂

は
、
現
世
の
父
母
弟
、﹁
あ
ら
ゆ
る
恩
顧
や
好
意
﹂
と
対
置
さ
れ
る
よ
う

な
、﹁
死
﹂
そ
の
も
の
の
魅
惑
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︵
2
巻
527
︶。
こ

こ
で
は
自
然
と
人
間
の
境
界
は
あ
い
ま
い
に
な
り
、
自
然
と
の
連
続
性

の
う
ち
に
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
生
じ
る
。

3 

こ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
鳥
と
い
う
集
合
的
で
非
固
有
的
な
類
と
、

色
に
よ
っ
て
弁
別
さ
れ
る
種
の
個
別
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

は
非
常
に
興
味
深
い
。

4 

﹁
小
岩
井
農
場
﹂
で
賢
治
は
、﹁
至
上
福
祉
﹂
に
い
た
ろ
う
と
す
る
﹁
宗

教
情
操
﹂
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。﹁
そ
の
ね
が
ひ
か
ら
砕
け
ま
た

は
疲
れ
／
じ
ぶ
ん
と
そ
れ
か
ら
た
つ
た
も
ひ
と
つ
の
た
ま
し
ひ
と
／
完

全
そ
し
て
永
久
に
ど
こ
ま
で
も
い
つ
し
ょ
に
行
か
う
と
す
る
／
こ
の
変

態
を
恋
愛
と
い
ふ
／
そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
そ
の
方
向
で
は
／
決
し
て
求

め
得
ら
れ
な
い
そ
の
恋
愛
の
本
質
的
な
部
分
を
／
む
り
に
も
ご
ま
か
し

求
め
得
よ
う
と
す
る
／
こ
の
傾
向
を
性
慾
と
い
ふ
﹂︵
1
巻
100
︶。



意識ある蛋白質の砕けるとき

91

5 
人
間
と
し
て
の
統
一
性
が
ほ
と
ん
ど
解
体
し
か
ね
な
い
ほ
ど
、
他
者

の
声
や
視
線
を
そ
の
意
識
内
に
呼
び
込
ん
で
し
ま
う
、
賢
治
は
そ
の
よ

う
な
気
質
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
詩
に
お
い
て
そ
れ
は
特
に
顕
著
で

あ
る
。
死
者
と
通
信
す
る
﹁
青
森
挽
歌
﹂、
降
霊
を
試
み
る
﹁
宗
谷
挽
歌
﹂、

人
間
崩
壊
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
迫
っ
て
く
る
幻
想
︵
幻
想
が
向
ふ
か
ら
せ

ま
つ
て
く
る
と
き
は
／
も
う
に
ん
げ
ん
の
こ
わ
れ
る
と
き
だ
︶︵﹁
小
岩

井
農
場
﹂︶
と
い
っ
た
よ
う
な
例
は
少
な
く
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は

一
種
の
統
合
失
調
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
大
正
時
代
に
流
入
し
て

い
た
科
学
と
の
関
連
が
興
味
深
い
。
大
正
時
代
は
近
代
科
学
が
排
除
し

て
き
た
神
秘
を
肯
定
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
が
生
ま
れ
た
時
代
で
あ
り
、

﹁
新
し
き
科
学
﹂
と
し
て
の
心
霊
主
義
も
一
種
の
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
。

妹
ト
シ
も
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
に
傾
倒
し
、
潜
在
意
識
同
士
の
思
想
の
転

移
や
テ
レ
パ
シ
ー
に
言
及
の
あ
る
﹃
死
後
は
如
何
﹄
を
読
ん
で
い
た
こ

と
に
加
え
、
賢
治
自
身
も
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
関
心
を
寄
せ

て
い
た
︵
山
根
143
︶。

6 

個
に
対
す
る
近
代
人
的
な
執
着
と
全
体
性
に
対
す
る
宗
教
的
ビ
ジ
ョ

ン
は
対
立
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
己
犠
牲
に
つ
い
て
考
え

る
際
、
そ
の
よ
う
な
対
立
的
図
式
を
思
い
描
く
の
は
必
ず
し
も
正
し
く

な
い
。
と
い
う
の
は
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
猫
型
ブ
ド
リ
は
昔
話

の
登
場
人
物
の
よ
う
に
、
集
団
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
す
な
わ
ち
、

﹁
わ
た
し
た
ち
﹂
と
し
て
の
﹁
わ
た
し
﹂
し
か
も
た
な
い
、
そ
の
よ
う
な

人
物
だ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
は
最
初
か
ら
、
集
団
に
対
峙
し
う
る
近
代
的

自
我
を
持
つ
よ
う
な
個
人
で
は
な
い
。
彼
が
欲
望
を
持
つ
一
人
の
近
代

主
体
と
し
て
映
画
に
現
れ
る
の
は
、
集
合
的
な
生
命
の
臨
界
点
︱
す

な
わ
ち
死
︱
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
彼
の
主
体
性
は
死
を
軸
に
事

後
的
に
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

7 

﹁
自
殺
に
つ
い
て
﹂
宇
野
邦
一
訳
、﹃
ユ
リ
イ
カ
﹄
一
九
九
六
年
十
二

月
号
、
青
土
社
、
七
八
︱
八
〇
。

8 

賢
治
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
受
容
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
酒
井
潔
﹁
宮

沢
賢
治
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
﹂
が
あ
る
。

9 

ス
ー
ザ
ン
・
ソ
ン
タ
グ
に
よ
れ
ば
、
結
核
と
は
肉
体
が
﹁
粘
液
と
化

し
、
痰
と
な
り
、
つ
い
に
は
血
と
な
る
﹂、
い
わ
ば
﹁
液
状
化
﹂
の
病
で

あ
っ
た
︵
13
︶。
ま
た
、
結
核
に
お
い
て
は
、
身
体
内
部
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
生
活
様
式
も
流
動
的
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、
結
核
療
養
所
へ
の
隔
離
治
療
が
確
立
さ
れ
る
以
前
の
時
代
に
は
、

身
体
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
の
養
生
旅
行
が
推
奨
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
患
者
の
生
活
形
態
は
﹁
流
動
的
に
﹂
な
り
、
看
者
は
い
わ
ば
﹁
放
浪

者
﹂
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。

10 

さ
ら
に
、
宮
澤
哲
夫
は
﹁
メ
モ
﹂
の
中
の
﹁
分
子
︱
原
子
︱
電
子
︱
真

空
︱
異
単
元
︱
﹂
と
い
う
覚
書
を
取
り
上
げ
、
賢
治
に
と
っ
て
﹁
真
空
﹂

概
念
は
、
科
学
的
思
考
か
ら
宗
教
的
世
界
に
い
た
る
転
換
点
と
な
っ
て

い
る
と
指
摘
し
て
い
る
︵
302
︱
303
︶。

11 

ヘ
ッ
ケ
ル
と
賢
治
に
つ
い
て
は
、
小
野
隆
祥
の
論
考
を
は
じ
め
、
多

く
の
議
論
が
あ
る
が
、
賢
治
が
ヘ
ッ
ケ
ル
に
対
し
て
親
和
的
立
場
を

と
る
の
か
、
批
判
的
立
場
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
わ
か
れ
る
。

た
と
え
ば
、
小
野
が
仏
教
的
輪
廻
思
想
が
西
洋
の
霊
魂
死
滅
説
と
必
ず

し
も
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
両
者
の
親
和
性
を
主
張
す

る
一
方
、
ヘ
ッ
ケ
ル
と
賢
治
の
霊
魂
観
は
一
致
し
な
い
と
指
摘
す
る
論

に
大
塚
常
樹
、
龍
佳
花
の
も
の
が
あ
る
。
秋
枝
美
保
は
、
こ
の
宣
言
と

す
ぐ
さ
ま
な
さ
れ
る
否
定
的
な
コ
メ
ン
ト
は
﹁
賢
治
の
葛
藤
と
意
識
の

交
代
劇
を
示
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
、
折
衷
的
な
立
場
を
と
る
。
大
変
興

味
深
か
っ
た
の
は
鈴
木
健
司
の
議
論
で
あ
る
。
鈴
木
は
、
ヘ
ッ
ケ
ル
が

﹁
人
格
神
﹂
や
精
神
物
質
二
元
論
を
否
定
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
す
で
に

普
及
し
て
い
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の﹁
モ
ナ
ド
﹂概
念
や﹁
一
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元
論
的
﹂
仏
教
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ
の
自
然
哲
学
を
編
み
出
し
た

こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
の
霊
魂
観
は
矛
盾
し
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
最

終
的
に
鈴
木
は
ヘ
ッ
ケ
ル
博
士
の
声
を
︽
蛇
︾
な
い
し
︽
魔
︾
の
声
と
呼

ぶ
の
だ
が
、
そ
の
声
が
魅
惑
的
で
あ
り
つ
つ
な
お
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
こ
こ
で
使
命
と
さ
れ
た
証
明
が
﹁
と
し
子
の
天
界
往

生
﹂
の
証
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、﹁
倫
理
の
高
み
に
お
け
る
法
華
経

的
実
践
﹂
を
目
指
す
賢
治
に
と
っ
て
、
安
易
な
証
明
は
拒
否
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
︵
191
︶。

12 

小
野
隆
祥
は
﹁
宮
沢
賢
治
の
心
理
学
研
究
﹂
に
お
い
て
、
賢
治
の
中

生
代
白
亜
紀
に
つ
い
て
の
態
度
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
が
、

分
子
に
ま
で
生
物
を
解
体
す
る
ヘ
ッ
ケ
ル
的
自
然
哲
学
に
対
す
る
賢
治

の
態
度
も
、
こ
れ
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。﹁
賢
治
の
白

亜
紀
に
寄
せ
る
想
い
は
、
単
に
地
質
学
的
関
心
と
か
人
類
先
史
へ
の
関

心
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
個
体
賢
治
の
過
去
お
よ
び

未
来
の
問
題
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
宗
左
近
が
指
摘
し
た
﹁
一
種
、

非
人
称
的
な
生
き
物
に
な
る
こ
と
へ
の
お
そ
れ
と
願
い
が
同
時
に
あ
る
﹂

︵﹃
国
文
学
﹄
五
〇
年
四
月
号
、
宗
左
近
・
天
沢
退
二
郎
対
談
︶
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
賢
治
の
白
亜
系
頁
岩
に
対
す
る
異
常
な
関
心
は
、
輪
廻

天
性
︵
畜
生
道
へ
落
ち
る
こ
と
︶
の
恐
怖
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
思
う
﹂︵
15
︶。

13 

だ
か
ら
こ
そ
、
続
け
て
﹁
宗
谷
挽
歌
﹂﹁
オ
ホ
ー
ツ
ク
挽
歌
﹂﹁
鈴
谷
平

原
﹂﹁
噴
火
湾
︵
ノ
ク
タ
ー
ン
︶﹂
と
い
っ
た
作
品
が
立
て
続
け
に
書
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

14 

﹁
青
森
挽
歌
﹂
の
翌
日
書
か
れ
た
﹁
宗
谷
挽
歌
﹂
に
お
い
て
、
賢
治
は

ふ
た
た
び
同
じ
迷
い
を
口
に
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
自
己
犠
牲
は﹁
み

ん
な
の
た
め
﹂
な
の
か
﹁
自
分
の
た
め
﹂
な
の
か
判
別
し
難
い
。﹁
わ
れ

わ
れ
が
信
じ
わ
れ
わ
れ
の
行
こ
う
と
す
る
み
ち
が
／
も
し
ま
ち
が
ひ
で

あ
っ
た
な
ら
／
究
竟
の
幸
福
に
い
た
ら
な
い
な
ら
／
い
ま
ま
っ
す
ぐ
に

や
っ
て
来
て
／
私
に
そ
れ
を
知
ら
せ
て
呉
れ
。／
み
ん
な
の
ほ
ん
た
う

の
幸
福
を
求
め
て
な
ら
、／
私
た
ち
は
こ
の
ま
ま
こ
の
ま
っ
く
ら
な
／

海
に
封
ぜ
ら
れ
て
も
悔
い
て
は
い
け
な
い
﹂︵
1
巻
272
︱
273
︶。

15 

賢
治
の
登
場
人
物
は
死
際
に
笑
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ

の
微
笑
は
、﹁
土
神
と
狐
﹂の
狐
で
あ
れ﹁
よ
だ
か
の
星
﹂の
よ
だ
か
で
あ
れ
、

そ
の
死
が
自
ら
の
意
思
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
読
者
に

与
え
る
。
矢
野
智
司
は
デ
リ
ダ
を
引
き
な
が
ら
、
贈
与
を
意
思
す
る
こ

と
は
、
そ
れ
を
物
語
化
し
て
し
ま
う
が
ゆ
え
に
、
言
語
化
不
可
能
な
﹁
出

来
事
と
し
て
の
純
粋
贈
与
﹂
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
大
変
重
要
な
指

摘
を
し
て
い
る
︵
190
︶。
し
か
し
、
賢
治
が
死
者
の
微
笑
み
を
描
く
こ
と

で
提
示
す
る
の
が
、
純
粋
贈
与
の
不
可
能
性
の
可
能
性
で
も
あ
る
と
い

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
常
に
不
可
能
と
可
能
の
閾
で
あ
る
こ
と
は
強
調

し
て
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。




