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１　

瓶
の
中
の
手
紙

　

斎
藤
環
は
、
岩
波
書
店
ウ
ェ
ブ
連
載
「
３
・
１
１
を
心
に
刻
ん
で
」
に

お
い
て
、
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
の
「
ハ
ン
ザ
自
由
都
市
ブ
レ
ー
メ
ン
文
学

賞
受
賞
の
際
の
挨
拶
」
を
引
用
し
、「
語
る
こ
と
の
空
し
さ
」
に
と
ら
わ

れ
よ
う
と
す
る
「
あ
な
た
」
に
む
け
て
、「
言
葉
」
へ
の
希
望
を
語
っ
た
。

　

ツ
ェ
ラ
ン
は
あ
る
詩
人
の
比
喩
を
借
り
て
、
言
葉
を「
投
瓶
通
信
」

に
た
と
え
ま
す
。
誰
か
が
叫
び
、
語
り
、
あ
る
い
は
書
き
つ
け
た
言

葉
は
、
い
つ
か
ど
こ
か
の
浜
辺
に
た
ど
り
つ
き
、
そ
こ
で
「
あ
な
た
」

に
「
現
実
」
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。
こ
こ
で
「
あ
な
た
」
と
い
う

言
葉
は
、
ど
こ
か
に
い
る
他
者
だ
け
で
は
な
く
、「
未
来
の
自
分
」

を
も
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ
う
、
言
葉
と
は
、
多
様
な
「
あ
な
た
の

現
実
」
の
豊
か
さ
を
取
り
戻
す
た
め
に
投
じ
ら
れ
続
け
る
、
瓶
の
中

の
手
紙
な
の
で
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
今
、
言
葉
の
無
力
を
嘆
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

語
る
こ
と
の
空
し
さ
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
の
日
常
も
、
私
た
ち
の
喪
失
も
、
す
べ
て
言
葉
が
支
え
て

い
ま
す
。
い
か
な
る
こ
と
が
起
き
よ
う
と
も
、
真
の
意
味
で
、
言
葉

が
失
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
言
葉
と
と
も
に
生
き

延
び
る
。
言
葉
が
私
た
ち
を
励
ま
し
、
私
た
ち
を
し
て
語
ら
し
め
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
活
動
」
へ
、「
出
来
事
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
。

　

そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
私
た
ち
は
、
言
葉
を
取
り
戻
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ

ん
。（
１
）

　

文
学
の
歴
史
上
最
も
美
し
く
厳
粛
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
ひ
と
つ
で
あ
る

「
投
瓶
通
信
」
に
寄
せ
て
宣
言
さ
れ
る
「
言
葉
」
へ
の
揺
る
ぎ
な
い
信
頼

は
、
震
災
直
後
に
表
明
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
も
、
最

も
力
強
く
、
確
信
に
満
ち
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
斎
藤

が
そ
う
し
た
こ
と
を
語
り
得
た
の
は
、
勿
論
偶
然
で
は
な
い
。

　

二
〇
一
一
年
三
月
に
広
が
っ
た
光
景
は
、
確
か
に
、「
言
葉
を
失
う
」

ほ
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
空
前
絶
後
と
言
っ
て
よ
い
よ
う
な
、

一
回
的
な
事
態
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、
斎
藤
に
と
っ
て
は
、
既

に
見
知
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
故
に
何
も
言
わ
ず
に
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
出

来
な
い
類
の
事
態
で
も
あ
っ
た
。と
い
う
の
も
、『
文
学
の
断
層　

セ
カ
イ
・

震
災
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
・
七
）
に
拠
れ
ば
、

彼
の
批
評
活
動
は
一
九
九
五
年
一
月
の
阪
神
淡
路
大
震
災
に
端
を
発
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
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岡
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斎
藤
が
批
評
家
と
し
て
の
自
身
の
出
立
を
確
認
す
る
営
み
は
、
大
塚
英

志
の
次
の
よ
う
な
議
論
を
批
判
的
に
踏
ま
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い

た
。　

つ
ま
り
「
文
学
」
が
「
現
実
」
と
の
関
わ
り
を
失
っ
た
と
い
う
不

安
感
が
「
危
機
」
の
基
調
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
偶
然
、
彼
ら
の

爪
先
に
触
れ
た
「
１
４
歳
」
と
い
う
「
現
実
」
に
強
引
に
足
場
を
作

り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
密
室
殺
人
や
殺
人
ゲ
ー
ム
と

い
う
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
し
か
「
神
戸
」
を
描
き
よ
う
が
な
い

と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
非
文
学
的
な
書
き
手
と
全
く
正

反
対
の
態
度
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
非
文
学
的
作
者
た

ち
の
手
法
は
徹
底
し
て
「
現
実
」
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
が
、し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
し
か
描
け
な
い
「
現
実
」
の
所
在
を
示
し
た
。
し

か
し
村
上
や
柳
は
本
来
彼
ら
の
主
題
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
「
圧
倒

的
な
現
実
」
と
自
身
の
小
説
を
結
び
つ
け
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う

し
な
け
れ
ば
彼
ら
の
小
説
の
存
在
意
義
が
立
証
で
き
な
い
か
の
よ
う

に
で
あ
る
。（
２
）

　

大
塚
が
こ
こ
で
指
摘
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
震
災
で
決
定
的
に
崩
れ
た

「
現
実
」
に
物
語
の
「
言
葉
」
が
関
わ
ろ
う
と
す
る
三
つ
の
姿
勢
で
あ
る
。

大
塚
に
よ
れ
ば
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
は
震
災
を
「
現
実
」
か
ら
徹
底

的
に
離
れ
る
こ
と
で
描
き
、「
村
上
や
柳
」
ら
「
文
学
的
」
作
者
は
「
現
実
」

と
離
れ
た
文
学
に
耐
え
得
ず
、
つ
い
最
も
不
得
手
で
あ
っ
た
は
ず
の
作
風

に
手
を
伸
ば
し
た
。
大
塚
は
、
柳
を
そ
の
屈
託
に
お
い
て
、
村
上
を「
私
」

へ
の
固
執
か
ら
の
離
脱
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
肯
定
的
に
評
価
し
、
そ
こ
に

「
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
更
新
の
契
機
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
一
方
で
、
大
塚
が
こ
こ
で
批
判
の
や
り
玉
に
上
げ
る
の
は
、
震
災
と
い

う
「
現
実
」
を
描
く
こ
と
、
崩
れ
た
「
現
実
」
と
か
か
わ
り
合
う
こ
と
を

避
け
て
、「
１
４
歳
」
事
件
す
な
わ
ち
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
に
飛
び

つ
き
、
少
年
犯
罪
と
い
う
手
慣
れ
た
題
材
で
「
神
戸
」
の
「
現
実
」
を
籠

絡
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち
で
あ
り
、
中
で
も
、
そ
れ
を
伝
統
的
な
「
私

小
説
」
の
身
振
り
で
本
質
化
し
た
車
谷
長
吉
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
大
塚
の
指
摘
、
及
び
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
笠
井
潔
の
批
判
（『
探

偵
小
説
と
記
号
的
人
物
』
東
京
創
元
社
、
二
〇
〇
六
・
七
）
を
踏
ま
え
た

上
で
、
斎
藤
は
独
自
の
「
神
戸
震
災
文
学
論
」
を
展
開
す
る
。
斎
藤
は
、

大
塚
の
い
う
「「
文
学
」
が
「
現
実
」
と
の
関
わ
り
を
失
っ
た
と
い
う
不

安
感
」
を
「
リ
ア
ル
病
」
と
言
い
換
え
、
そ
の
社
会
的
広
が
り
を
認
め
つ

つ
も
、
ラ
カ
ン
を
経
由
し
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
議
論
、
す
な
わ
ち
「「
欲

望
は
他
者
の
欲
望
」
で
あ
り
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
欲
望
」
と
は
「
リ
ア

リ
テ
ィ
へ
の
他
者
の
欲
望
」
を
欲
望
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
こ
と
を

自
ら
の
論
の
前
提
と
す
る
。
従
っ
て
、
大
塚
が
前
提
と
す
る
「
現
実
に
拮

抗
す
る
虚
構
」「
圧
倒
的
な
現
実
と
結
び
つ
こ
う
と
す
る
文
学
」
と
い
う

対
立
構
図
は
、そ
れ
自
体
、「
現
実
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
捉
え
る
「
リ

ア
ル
病
」
の
一
症
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の
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起
源
を
間
主
観
的
な
欲
望
に
求
め
る
斎
藤
の
関
心
は
、
震
災
に
よ
っ
て
露

呈
し
た
「
現
実
」
の
乖
離
的
な
分
裂
を
接
合
し
よ
う
と
す
る
「
言
葉
」
の

あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
。

　

震
災
と
い
う
「
現
実
」
に
傷
つ
い
た
言
葉
が
、
言
葉
だ
け
で
自
律

す
る
虚
構
空
間
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
実
用
性
を
徹
底
し

つ
つ
個
人
を
救
済
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
。
今
や
私
は
、
そ
の
意
味

を
、
自
ら
の
経
験
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　

な
ぜ
私
は
実
用
の
言
葉
で
「
ひ
き
こ
も
り
」
を
語
り
、
そ
の
一
方

で
観
念
的
な
批
評
の
言
葉
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
私
は
そ
の
「
乖
離
」
を
、
単
に
個
人
的
な
欲
望
と
し
て
し

か
説
明
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
今
に
し
て
私
は
思
う
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
言
葉

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
だ
っ
た
の
だ
、
と
。
自
ら
の
語
る
言
葉

を
、
抽
象
と
具
象
の
両
極
へ
向
け
て
、
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
の
よ
う
に

引
き
延
ば
し
た
い
。
こ
の
由
来
の
わ
か
ら
な
い
衝
動
こ
そ
は
、「
言

葉
と
い
う
他
者
」
が
回
復
へ
向
か
お
う
と
す
る
過
程
で
、
私
に
課
せ

ら
れ
た
一
つ
の
欲
望
だ
っ
た
の
だ
。（
３
）

　

斎
藤
は
、
阪
神
大
震
災
後
の
文
学
潮
流
を
関
東
大
震
災
後
の
そ
れ
に
な

ぞ
ら
え
な
が
ら
、
現
代
ミ
ス
テ
リ
・
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
含
む
、
虚
構
空
間

の
分
裂
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
作
品
を
新
感
覚
派
に
対
応
す

る
も
の
と
考
え
る
一
方
、
ト
ラ
ウ
マ
系
の
文
学
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に

や
が
て
連
な
る
も
の
と
措
定
す
る
（
４
）。
そ
の
上
で
、
そ
の
双
方
を
と
も

に
、
言
葉
の
失
調
に
よ
っ
て
従
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
た
結
果
生
じ

た
乖
離
的
な
世
界
か
ら
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
、

「
言
葉
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
把
握
す
る
、
と
い
う
の
が
こ

こ
で
彼
の
提
示
す
る
構
図
で
あ
る
。

　

「
言
葉
」
に
よ
っ
て
の
み
リ
ア
リ
テ
ィ
は
媒
介
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
「
現
実
」
も
「
言
葉
」
か
ら
分
離
し
た
も
の
と
し
て
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
の
逆
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
前
提
が
、

二
〇
一
一
年
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に

引
用
し
た
箇
所
に
あ
る
、「
私
た
ち
の
日
常
も
、
私
た
ち
の
喪
失
も
、
す

べ
て
言
葉
が
支
え
て
い
」
る
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
斎
藤
の
文
学
史
記
述
は
、
サ
ル
ト
ル
（
と
ブ
レ
ヒ
ト
と
）
を
手
厳

し
く
批
判
し
た
ア
ド
ル
ノ
（
５
）
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
直
接
的
に
想
起

さ
せ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
作
家
が
現
在
に
お
い
て
（dans le 

prèsent

）
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ど
の
み
ち
作
家
が
そ
の
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る

以
上
、い
か
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
選
り
好
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

作
家
が
負
っ
て
い
る
義
務
と
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
厳
密
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
心
を
す
る
義
務
で
は
な
く
、
物
事
そ
の
も
の

他
者
と
し
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の
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岡

－3（122）－



　

斎
藤
が
批
評
家
と
し
て
の
自
身
の
出
立
を
確
認
す
る
営
み
は
、
大
塚
英

志
の
次
の
よ
う
な
議
論
を
批
判
的
に
踏
ま
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
て
い

た
。　

つ
ま
り
「
文
学
」
が
「
現
実
」
と
の
関
わ
り
を
失
っ
た
と
い
う
不

安
感
が
「
危
機
」
の
基
調
に
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
偶
然
、
彼
ら
の

爪
先
に
触
れ
た
「
１
４
歳
」
と
い
う
「
現
実
」
に
強
引
に
足
場
を
作

り
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
密
室
殺
人
や
殺
人
ゲ
ー
ム
と

い
う
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
し
か
「
神
戸
」
を
描
き
よ
う
が
な
い

と
自
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
非
文
学
的
な
書
き
手
と
全
く
正

反
対
の
態
度
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
非
文
学
的
作
者
た

ち
の
手
法
は
徹
底
し
て
「
現
実
」
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
が
、し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
し
て
し
か
描
け
な
い
「
現
実
」
の
所
在
を
示
し
た
。
し

か
し
村
上
や
柳
は
本
来
彼
ら
の
主
題
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
「
圧
倒

的
な
現
実
」
と
自
身
の
小
説
を
結
び
つ
け
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
う

し
な
け
れ
ば
彼
ら
の
小
説
の
存
在
意
義
が
立
証
で
き
な
い
か
の
よ
う

に
で
あ
る
。（
２
）

　

大
塚
が
こ
こ
で
指
摘
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
震
災
で
決
定
的
に
崩
れ
た

「
現
実
」
に
物
語
の
「
言
葉
」
が
関
わ
ろ
う
と
す
る
三
つ
の
姿
勢
で
あ
る
。

大
塚
に
よ
れ
ば
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
作
品
は
震
災
を
「
現
実
」
か
ら
徹
底

的
に
離
れ
る
こ
と
で
描
き
、「
村
上
や
柳
」
ら
「
文
学
的
」
作
者
は
「
現
実
」

と
離
れ
た
文
学
に
耐
え
得
ず
、
つ
い
最
も
不
得
手
で
あ
っ
た
は
ず
の
作
風

に
手
を
伸
ば
し
た
。
大
塚
は
、
柳
を
そ
の
屈
託
に
お
い
て
、
村
上
を「
私
」

へ
の
固
執
か
ら
の
離
脱
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
肯
定
的
に
評
価
し
、
そ
こ
に

「
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
更
新
の
契
機
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ

の
一
方
で
、
大
塚
が
こ
こ
で
批
判
の
や
り
玉
に
上
げ
る
の
は
、
震
災
と
い

う
「
現
実
」
を
描
く
こ
と
、
崩
れ
た
「
現
実
」
と
か
か
わ
り
合
う
こ
と
を

避
け
て
、「
１
４
歳
」
事
件
す
な
わ
ち
神
戸
連
続
児
童
殺
傷
事
件
に
飛
び

つ
き
、
少
年
犯
罪
と
い
う
手
慣
れ
た
題
材
で
「
神
戸
」
の
「
現
実
」
を
籠

絡
し
よ
う
と
し
た
作
家
た
ち
で
あ
り
、
中
で
も
、
そ
れ
を
伝
統
的
な
「
私

小
説
」
の
身
振
り
で
本
質
化
し
た
車
谷
長
吉
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
大
塚
の
指
摘
、
及
び
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
笠
井
潔
の
批
判
（『
探

偵
小
説
と
記
号
的
人
物
』
東
京
創
元
社
、
二
〇
〇
六
・
七
）
を
踏
ま
え
た

上
で
、
斎
藤
は
独
自
の
「
神
戸
震
災
文
学
論
」
を
展
開
す
る
。
斎
藤
は
、

大
塚
の
い
う
「「
文
学
」
が
「
現
実
」
と
の
関
わ
り
を
失
っ
た
と
い
う
不

安
感
」
を
「
リ
ア
ル
病
」
と
言
い
換
え
、
そ
の
社
会
的
広
が
り
を
認
め
つ

つ
も
、
ラ
カ
ン
を
経
由
し
た
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
の
議
論
、
す
な
わ
ち
「「
欲

望
は
他
者
の
欲
望
」
で
あ
り
、「
リ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
欲
望
」
と
は
「
リ
ア

リ
テ
ィ
へ
の
他
者
の
欲
望
」
を
欲
望
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
こ
と
を

自
ら
の
論
の
前
提
と
す
る
。
従
っ
て
、
大
塚
が
前
提
と
す
る
「
現
実
に
拮

抗
す
る
虚
構
」「
圧
倒
的
な
現
実
と
結
び
つ
こ
う
と
す
る
文
学
」
と
い
う

対
立
構
図
は
、そ
れ
自
体
、「
現
実
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
捉
え
る
「
リ

ア
ル
病
」
の
一
症
例
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
リ
ア
リ
テ
ィ
の

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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起
源
を
間
主
観
的
な
欲
望
に
求
め
る
斎
藤
の
関
心
は
、
震
災
に
よ
っ
て
露

呈
し
た
「
現
実
」
の
乖
離
的
な
分
裂
を
接
合
し
よ
う
と
す
る
「
言
葉
」
の

あ
り
さ
ま
そ
の
も
の
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
た
。

　

震
災
と
い
う
「
現
実
」
に
傷
つ
い
た
言
葉
が
、
言
葉
だ
け
で
自
律

す
る
虚
構
空
間
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
実
用
性
を
徹
底
し

つ
つ
個
人
を
救
済
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
。
今
や
私
は
、
そ
の
意
味

を
、
自
ら
の
経
験
と
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　

な
ぜ
私
は
実
用
の
言
葉
で
「
ひ
き
こ
も
り
」
を
語
り
、
そ
の
一
方

で
観
念
的
な
批
評
の
言
葉
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
。

こ
れ
ま
で
私
は
そ
の
「
乖
離
」
を
、
単
に
個
人
的
な
欲
望
と
し
て
し

か
説
明
で
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
今
に
し
て
私
は
思
う
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
言
葉

の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
だ
っ
た
の
だ
、
と
。
自
ら
の
語
る
言
葉

を
、
抽
象
と
具
象
の
両
極
へ
向
け
て
、
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
の
よ
う
に

引
き
延
ば
し
た
い
。
こ
の
由
来
の
わ
か
ら
な
い
衝
動
こ
そ
は
、「
言

葉
と
い
う
他
者
」
が
回
復
へ
向
か
お
う
と
す
る
過
程
で
、
私
に
課
せ

ら
れ
た
一
つ
の
欲
望
だ
っ
た
の
だ
。（
３
）

　

斎
藤
は
、
阪
神
大
震
災
後
の
文
学
潮
流
を
関
東
大
震
災
後
の
そ
れ
に
な

ぞ
ら
え
な
が
ら
、
現
代
ミ
ス
テ
リ
・
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
含
む
、
虚
構
空
間

の
分
裂
を
極
限
ま
で
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
作
品
を
新
感
覚
派
に
対
応
す

る
も
の
と
考
え
る
一
方
、
ト
ラ
ウ
マ
系
の
文
学
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に

や
が
て
連
な
る
も
の
と
措
定
す
る
（
４
）。
そ
の
上
で
、
そ
の
双
方
を
と
も

に
、
言
葉
の
失
調
に
よ
っ
て
従
来
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
失
わ
れ
た
結
果
生
じ

た
乖
離
的
な
世
界
か
ら
、
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
、

「
言
葉
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
と
し
て
把
握
す
る
、
と
い
う
の
が
こ

こ
で
彼
の
提
示
す
る
構
図
で
あ
る
。

　

「
言
葉
」
に
よ
っ
て
の
み
リ
ア
リ
テ
ィ
は
媒
介
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
「
現
実
」
も
「
言
葉
」
か
ら
分
離
し
た
も
の
と
し
て
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
の
逆
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
前
提
が
、

二
〇
一
一
年
に
書
か
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
ま
で
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に

引
用
し
た
箇
所
に
あ
る
、「
私
た
ち
の
日
常
も
、
私
た
ち
の
喪
失
も
、
す

べ
て
言
葉
が
支
え
て
い
」
る
と
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
斎
藤
の
文
学
史
記
述
は
、
サ
ル
ト
ル
（
と
ブ
レ
ヒ
ト
と
）
を
手
厳

し
く
批
判
し
た
ア
ド
ル
ノ
（
５
）
の
次
の
よ
う
な
一
節
を
直
接
的
に
想
起

さ
せ
る
。

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
作
家
が
現
在
に
お
い
て
（dans le 

prèsent

）
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

ど
の
み
ち
作
家
が
そ
の
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る

以
上
、い
か
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
選
り
好
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

作
家
が
負
っ
て
い
る
義
務
と
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
厳
密
な
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
決
心
を
す
る
義
務
で
は
な
く
、
物
事
そ
の
も
の

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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か
ら
く
る
義
務
な
の
で
あ
る
。（
６
）

　

消
費
社
会
に
お
け
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ

ン
文
学
」
と
の
対
立
関
係
の
逆
説
的
な
補
完
性
を
厳
密
に
論
じ
よ
う
と
す

る
ア
ド
ル
ノ
は
、
サ
ル
ト
ル
的
な
「
決
心
」
の
身
振
り
が
持
つ
欺
瞞
性
を

批
判
し
つ
つ
、「
物
事
そ
の
も
の
」
に
義
務
を
負
う
こ
と
を
免
れ
得
な
い

文
学
の
あ
り
方
に
言
及
す
る
。
恣
意
的
な
「
決
心
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、「
む
き
だ
し
の
身
体
的
苦
痛
」
と
い
う
「
経
験
的
現
実
」
の
中
に
「
享

楽
を
絞
り
と
る
よ
う
な
可
能
性
」
は
必
ず
残
り
、「
経
験
的
現
実
」
か
ら

距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
は
そ
れ
自
体
の
存
立
基

盤
に
お
い
て
「
経
験
的
現
実
」
に
必
ず
媒
介
さ
れ
る
。「
現
実
に
対
す
る

作
品
そ
の
も
の
の
身
振
り
で
あ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
意
志
」
と
「
作
品
の

自
律
性
」
と
に
は
強
固
な
「
関
係
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
解
か
れ
る

こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
用
い
て
、
冒
頭
に
ひ
い
た
斎
藤
の

「
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
ほ
か
は
な
い
」
と
い
う
断
言
を
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
み
よ
う
。「
言
葉
」
に
よ
る
媒
介
な
し
に
「
現
実
」
に

出
会
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
、「
現
実
」
か
ら
独
立
し
た
「
言

葉
」
を
用
い
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
言
葉
」
で
「
現

実
」
を
救
お
う
と
す
る
こ
と
も
、「
現
実
」
に
よ
っ
て
「
言
葉
」
が
奪
わ

れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
一
時
的
な
失
調
、「
リ
ア
ル
病
」
に
伴
う
錯
覚

に
過
ぎ
な
い
。「
あ
な
た
」
の
恣
意
や
感
慨
と
は
関
わ
り
な
く
、「
言
葉
」

は
、「
あ
な
た
」
に
「
現
実
」
を
も
た
ら
す
他
者
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
斎
藤
は
、
一
九
九
五
年
を
起
点
と
し
た
自
ら
の
批

評
活
動
＝
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
振
り
返
り
つ
つ
、
二
〇
一
一
年

三
月
以
降
に
も
「
言
葉
」
は
失
わ
れ
な
い
と
宣
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
批

評
家
が
自
ら
の
営
為
を
通
じ
て
追
求
し
続
け
て
い
る「
言
葉
」、そ
し
て「
文

学
」
を
巡
る
原
理
的
な
思
考
が
あ
る
。
そ
れ
は
読
む
も
の
を
立
ち
止
ま
ら

せ
、
近
代
批
評
の
豊
か
な
水
脈
へ
と
誘
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
発
生
の
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
に
行
わ
れ
た
こ
の

斎
藤
の
宣
言
に
も
関
わ
ら
ず
（
あ
る
い
は
宣
言
通
り
に
）、「
言
葉
」
の
失

調
は
、「
リ
ア
ル
病
」
と
は
ま
た
異
な
る
位
相
で
、
や
は
り
現
に
生
じ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
戦
後
文
芸
批
評
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

と
の
重
な
り
に
留
意
し
な
が
ら
、
そ
の
様
相
を
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
　
　

２　

当
事
者
性
を
巡
る
抑
圧

　

斎
藤
の
ウ
ェ
ブ
連
載
と
同
じ
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
、
漫
画
家
こ
う
の

史
代
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
「
言
葉
」
の
閉
塞
の
典
型

的
な
様
相
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

代
わ
り
に
、「
我
々
は
ま
だ
ま
し
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
聞
い
た
。

　

津
波
の
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
来
た
と
こ
ろ
と
比
べ
て
。
原
発
事

故
に
巻
き
込
ま
れ
た
町
と
比
べ
て
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
誰
か
と
比
べ

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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て
。

　

き
っ
と
死
ん
だ
後
に
も
、
あ
っ
さ
り
か
、
苦
し
ん
で
死
ん
だ
か
、

そ
ん
な
比
べ
合
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
ど
こ
ま
で
も
、
仕
切
り
を
作
っ
て
、
ま
だ
ま
し
な
「
外

側
」
の
人
間
だ
と
思
お
う
と
し
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
か
。「
内
側
」

の
人
へ
の
同
情
を
も
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
自
覚
の
な
い
ま
ま
、

が
ん
ば
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
か
。

　

で
も
、「
外
側
」
に
な
っ
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
事
だ
っ
て
あ
る
。

　

「
外
側
」
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
意
味
が
な
い
事
だ
っ
て
い
く
つ
も

あ
る
、
と
わ
た
し
達
は
知
っ
て
い
る
。

　

心
を
澄
ま
し
て
お
こ
う
。

　

「
内
側
」
か
ら
囁
か
れ
る
何
か
を
、「
外
側
」
の
人
間
と
し
て
、

ひ
と
か
け
ら
ず
つ
受
け
取
っ
て
ゆ
こ
う
。

　

そ
し
て
も
っ
と
「
外
側
」
の
誰
か
へ
、「
内
側
」
の
人
間
と
し
て

伝
え
よ
う
と
思
う
。（
７
）

　

災
害
の
「
内
側
／
外
側
」
の
断
絶
が
こ
う
の
の
嘆
息
を
誘
う
。
し
か
し

そ
れ
は
、
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
態
の
「
外
側
」
で

あ
る
と
自
ら
を
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
同
情
」
を
倫
理
的
に

抑
圧
し
、
自
閉
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
の
姿
で
あ
る
（
８
）。
被
災
状
況

の
多
寡
を
倫
理
的
な
階
層
と
し
て
内
面
化
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
言
説

は
、
震
災
下
に
あ
っ
て
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

@

＃
＃
＃
＃
＃　

福
島
に
行
く
と
、「
宮
城
や
岩
手
の
津
波
被
害
に

比
べ
た
ら
こ
っ
ち
な
ん
て
申
し
訳
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
翌
日
、
岩

手
に
行
く
と
「
福
島
の
原
発
事
故
の
被
害
に
比
べ
た
ら
う
ち
な
ん
て

申
し
訳
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
被
災
者
も
、
な
ん
て
奥
ゆ

か
し
い
の
だ
ろ
う
。（
二
〇
一
二
年
九
月
一
日
―
二
〇
：
二
一
）（
９
）

　

こ
れ
は
震
災
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
た
時
点
で
、
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
従
事
者
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
「
ツ
イ
ッ
タ
ー

（T
w
itter

）」
に
投
稿
し
た
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。
ど
の
エ
リ
ア
の
「
被
害
」

が
よ
り
甚
大
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
測
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
ま
た

そ
う
す
る
意
味
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
こ
っ
ち
な
ん
て
」「
う
ち
な

ん
て
」
と
い
う
階
層
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
内
面
化
こ
そ
が
本
質
的
な
の

だ
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
特
別
な
つ
ぶ
や
き
で
は
な
い
。
類
似
す
る
よ
う
な

感
慨
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
漏
ら
さ
れ
、
ま
た
こ
の
「
奥
ゆ
か
し
」
さ
は
、

「
日
本
」
の
本
質
的
な
特
殊
性
、
美
点
と
し
て
称
揚
さ
れ
も
し
た
。

高
橋
ジ
ョ
ー
ジ　

僕
は
被
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さ
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と
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を
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し
た
。
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の
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ち
は
、「
私
た
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だ
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か
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い
い
。
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る
。
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ら
、
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か
ら
く
る
義
務
な
の
で
あ
る
。（
６
）

　

消
費
社
会
に
お
け
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
と
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ

ン
文
学
」
と
の
対
立
関
係
の
逆
説
的
な
補
完
性
を
厳
密
に
論
じ
よ
う
と
す

る
ア
ド
ル
ノ
は
、
サ
ル
ト
ル
的
な
「
決
心
」
の
身
振
り
が
持
つ
欺
瞞
性
を

批
判
し
つ
つ
、「
物
事
そ
の
も
の
」
に
義
務
を
負
う
こ
と
を
免
れ
得
な
い

文
学
の
あ
り
方
に
言
及
す
る
。
恣
意
的
な
「
決
心
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、「
む
き
だ
し
の
身
体
的
苦
痛
」
と
い
う
「
経
験
的
現
実
」
の
中
に
「
享

楽
を
絞
り
と
る
よ
う
な
可
能
性
」
は
必
ず
残
り
、「
経
験
的
現
実
」
か
ら

距
離
を
取
ろ
う
と
す
る
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
は
そ
れ
自
体
の
存
立
基

盤
に
お
い
て
「
経
験
的
現
実
」
に
必
ず
媒
介
さ
れ
る
。「
現
実
に
対
す
る

作
品
そ
の
も
の
の
身
振
り
で
あ
る
よ
う
な
あ
る
種
の
意
志
」
と
「
作
品
の

自
律
性
」
と
に
は
強
固
な
「
関
係
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
解
か
れ
る

こ
と
が
な
い
。

　

こ
の
ア
ド
ル
ノ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
用
い
て
、
冒
頭
に
ひ
い
た
斎
藤
の

「
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
う
な
る
ほ
か
は
な
い
」
と
い
う
断
言
を
パ

ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
み
よ
う
。「
言
葉
」
に
よ
る
媒
介
な
し
に
「
現
実
」
に

出
会
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
同
時
に
、「
現
実
」
か
ら
独
立
し
た
「
言

葉
」
を
用
い
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
言
葉
」
で
「
現

実
」
を
救
お
う
と
す
る
こ
と
も
、「
現
実
」
に
よ
っ
て
「
言
葉
」
が
奪
わ

れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
、
一
時
的
な
失
調
、「
リ
ア
ル
病
」
に
伴
う
錯
覚

に
過
ぎ
な
い
。「
あ
な
た
」
の
恣
意
や
感
慨
と
は
関
わ
り
な
く
、「
言
葉
」

は
、「
あ
な
た
」
に
「
現
実
」
を
も
た
ら
す
他
者
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
斎
藤
は
、
一
九
九
五
年
を
起
点
と
し
た
自
ら
の
批

評
活
動
＝
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
振
り
返
り
つ
つ
、
二
〇
一
一
年

三
月
以
降
に
も
「
言
葉
」
は
失
わ
れ
な
い
と
宣
言
し
た
。
そ
こ
に
は
、
批

評
家
が
自
ら
の
営
為
を
通
じ
て
追
求
し
続
け
て
い
る「
言
葉
」、そ
し
て「
文

学
」
を
巡
る
原
理
的
な
思
考
が
あ
る
。
そ
れ
は
読
む
も
の
を
立
ち
止
ま
ら

せ
、
近
代
批
評
の
豊
か
な
水
脈
へ
と
誘
う
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
東
日
本
大
震
災
発
生
の
わ
ず
か
二
ヶ
月
後
に
行
わ
れ
た
こ
の

斎
藤
の
宣
言
に
も
関
わ
ら
ず
（
あ
る
い
は
宣
言
通
り
に
）、「
言
葉
」
の
失

調
は
、「
リ
ア
ル
病
」
と
は
ま
た
異
な
る
位
相
で
、
や
は
り
現
に
生
じ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
戦
後
文
芸
批
評
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

と
の
重
な
り
に
留
意
し
な
が
ら
、
そ
の
様
相
を
記
述
し
よ
う
と
試
み
る
。

　
　
　

２　

当
事
者
性
を
巡
る
抑
圧

　

斎
藤
の
ウ
ェ
ブ
連
載
と
同
じ
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
、
漫
画
家
こ
う
の

史
代
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
東
日
本
大
震
災
後
の
「
言
葉
」
の
閉
塞
の
典
型

的
な
様
相
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

代
わ
り
に
、「
我
々
は
ま
だ
ま
し
」
と
い
う
言
葉
を
多
く
聞
い
た
。

　

津
波
の
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
来
た
と
こ
ろ
と
比
べ
て
。
原
発
事

故
に
巻
き
込
ま
れ
た
町
と
比
べ
て
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
誰
か
と
比
べ
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て
。

　

き
っ
と
死
ん
だ
後
に
も
、
あ
っ
さ
り
か
、
苦
し
ん
で
死
ん
だ
か
、

そ
ん
な
比
べ
合
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
ど
こ
ま
で
も
、
仕
切
り
を
作
っ
て
、
ま
だ
ま
し
な
「
外

側
」
の
人
間
だ
と
思
お
う
と
し
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
か
。「
内
側
」

の
人
へ
の
同
情
を
も
っ
て
、
が
ん
ば
っ
て
い
る
自
覚
の
な
い
ま
ま
、

が
ん
ば
ろ
う
と
し
て
し
ま
う
ん
だ
ろ
う
か
。

　

で
も
、「
外
側
」
に
な
っ
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
事
だ
っ
て
あ
る
。

　

「
外
側
」
に
伝
わ
ら
な
く
て
は
意
味
が
な
い
事
だ
っ
て
い
く
つ
も

あ
る
、
と
わ
た
し
達
は
知
っ
て
い
る
。

　

心
を
澄
ま
し
て
お
こ
う
。

　

「
内
側
」
か
ら
囁
か
れ
る
何
か
を
、「
外
側
」
の
人
間
と
し
て
、

ひ
と
か
け
ら
ず
つ
受
け
取
っ
て
ゆ
こ
う
。

　

そ
し
て
も
っ
と
「
外
側
」
の
誰
か
へ
、「
内
側
」
の
人
間
と
し
て

伝
え
よ
う
と
思
う
。（
７
）

　

災
害
の
「
内
側
／
外
側
」
の
断
絶
が
こ
う
の
の
嘆
息
を
誘
う
。
し
か
し

そ
れ
は
、
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
事
態
の
「
外
側
」
で

あ
る
と
自
ら
を
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
同
情
」
を
倫
理
的
に

抑
圧
し
、
自
閉
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
の
姿
で
あ
る
（
８
）。
被
災
状
況

の
多
寡
を
倫
理
的
な
階
層
と
し
て
内
面
化
し
よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
言
説

は
、
震
災
下
に
あ
っ
て
、
決
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

@

＃
＃
＃
＃
＃　

福
島
に
行
く
と
、「
宮
城
や
岩
手
の
津
波
被
害
に

比
べ
た
ら
こ
っ
ち
な
ん
て
申
し
訳
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
翌
日
、
岩

手
に
行
く
と
「
福
島
の
原
発
事
故
の
被
害
に
比
べ
た
ら
う
ち
な
ん
て

申
し
訳
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
被
災
者
も
、
な
ん
て
奥
ゆ

か
し
い
の
だ
ろ
う
。（
二
〇
一
二
年
九
月
一
日
―
二
〇
：
二
一
）（
９
）

　

こ
れ
は
震
災
か
ら
一
年
以
上
が
経
過
し
た
時
点
で
、
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
従
事
者
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
「
ツ
イ
ッ
タ
ー

（T
w
itter

）」
に
投
稿
し
た
つ
ぶ
や
き
で
あ
る
。
ど
の
エ
リ
ア
の
「
被
害
」

が
よ
り
甚
大
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
測
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、
ま
た

そ
う
す
る
意
味
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、「
こ
っ
ち
な
ん
て
」「
う
ち
な

ん
て
」
と
い
う
階
層
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
内
面
化
こ
そ
が
本
質
的
な
の

だ
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
特
別
な
つ
ぶ
や
き
で
は
な
い
。
類
似
す
る
よ
う
な

感
慨
は
い
た
る
と
こ
ろ
で
漏
ら
さ
れ
、
ま
た
こ
の
「
奥
ゆ
か
し
」
さ
は
、

「
日
本
」
の
本
質
的
な
特
殊
性
、
美
点
と
し
て
称
揚
さ
れ
も
し
た
。

高
橋
ジ
ョ
ー
ジ　

僕
は
被
災
地
へ
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、
被
災
さ
れ

た
人
と
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
人
た
ち
は
、「
私
た

ち
は
ま
だ
生
き
て
い
る
か
ら
い
い
。
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、

他
者
と
し
て
の
「
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―
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岡
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も
っ
と
悲
し
い
人
た
ち
が
い
る
か
ら
、そ
っ
ち
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」

と
必
ず
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
言
葉
か
ら
は
、
も
う
政
府
が
ど
う
と

か
、
好
き
だ
と
か
嫌
い
だ
と
か
を
越
え
た
人
間
と
し
て
の
思
い
、
そ

し
て
私
た
ち
は
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
分
ま
で
生
き
よ
う
と
い
う
思

い
が
僕
に
は
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。（
10
）

　

こ
の
発
言
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
に
よ
っ
て
「
国
の
伝
統
の
中
に

自
己
犠
牲
的
な
精
神
が
存
在
す
る
」
と
実
定
化
さ
れ
、
そ
れ
は
石
田
衣
良

ら
に
よ
っ
て
、
よ
り
近
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
忠
誠
心
と
し
て
再
定

義
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
死
と
い
う
「
事
実
」
は
死
と
い
う
「
観
念
」
へ
と

昇
華
さ
れ
、
総
て
の
個
の
内
面
を
超
越
的
な
審
級
か
ら
規
定
す
る
。
こ
う

し
た
階
層
化
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
悲
惨
な
状
況
下
に
見
放
さ
れ
た
個
を

内
面
か
ら
支
え
励
ま
し
、
そ
の
反
面
権
威
の
責
任
に
は
無
批
判
な
、
あ
る

意
味
で
理
想
的
な
共
同
体
の
エ
ー
ト
ス
を
形
作
る
だ
ろ
う
（
11
）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
的
な
倫
理
観
が
現
在
の

日
本
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
伝
統
だ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
素

直
に
諾
う
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が
見
て
い
た
の
は
、

次
の
よ
う
な
「
文
学
」
の
風
景
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

宇
野
常
寛
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
文
化
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
基
盤
を
な

す
社
会
意
識
、「
新
し
い
想
像
力
」
を
、
世
代
論
的
な
枠
組
み
の
も
と
、

以
下
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
み
せ
た
。

　

世
の
中
の
し
く
み
、
つ
ま
り
「
政
治
」
の
問
題
と
し
て
は
、
小
泉

構
造
改
革
以
降
の
国
内
社
会
に
「
世
の
中
が
不
透
明
で
間
違
っ
て
い

る
か
ら
何
も
し
な
い
で
引
き
こ
も
る
」
と
い
う
態
度
で
臨
ん
で
い
た

ら
、
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
責
任
で
格
差
社
会
の
敗
北

者
を
選
択
し
た
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
こ
の
「
ゲ
ー
ム
」
は
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
不

可
避
の
選
択
で
あ
り
、「
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
な
い
」
と
い
う
選
択
は

存
在
し
な
い
。
こ
の
資
本
主
義
的
経
済
と
法
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
組

み
上
げ
ら
れ
た
世
界
を
生
き
る
限
り
、
私
た
ち
は
生
ま
れ
落
ち
た
そ

の
瞬
間
か
ら
ゲ
ー
ム
の
渦
中
に
あ
る
。

　

ま
た
個
人
の
生
き
方
、
つ
ま
り
「
文
学
」
の
問
題
と
し
て
も
、
社

会
的
自
己
実
現
を
拒
否
し
、「
何
も
求
め
な
い
」
よ
う
に
見
え
る
碇

シ
ン
ジ
が
、
そ
の
一
方
で
自
分
を
無
条
件
に
承
認
し
て
く
れ
る
存
在

を
求
め
て
い
た
よ
う
に
、「
何
か
を
選
択
す
れ
ば
必
然
的
に
誤
る
の

で
、
何
も
選
択
し
な
い
」と
い
う
態
度
は
、
実
は
成
立
し
な
い
の
だ
。

　

二
〇
〇
一
年
を
前
後
し
て
、
九
〇
年
代
に
は
か
つ
て
の
シ
ス
テ
ム

が
無
効
に
な
っ
た
衝
撃
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
状
況
の
本
質
と
も
言
う
べ
き
構
造
が
露
に
な
っ
た
。
そ
の
本
質
と

は
、
人
々
は
も
は
や
歴
史
や
国
家
と
い
っ
た
「
大
き
な
物
語
」
に
根

拠
づ
け
ら
れ
な
い（
究
極
に
は
無
根
拠
で
あ
る
）「
小
さ
な
物
語
」を
、

中
心
的
な
価
値
と
し
て
自
己
責
任
で
選
択
し
て
い
く
し
か
な
い
、
と

い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
「
政
治
」
の
問
題

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
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と
し
て
は
生
き
残
れ
ず
、「
文
学
」
の
問
題
と
し
て
は
そ
も
そ
も
「
何

も
選
択
し
な
い
」
と
い
う
立
場
が
論
理
的
に
成
立
し
な
い
の
だ
。

（
12
）

　

東
浩
紀『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン　

オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
』

（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
が
、「
い
ま
や
感
情
的
な
心
の

動
き
は
、
む
し
ろ
、
非
社
会
的
に
、
孤
独
に
動
物
的
に
処
理
さ
れ
る
も
の

へ
と
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」
と
、「
大
き
な
物
語
」
＝
共
感
を
必
要

と
し
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
型
世
界
の
到
来
を
宣
言
し
、
文
学
、
と
い
う
よ

り
消
費
コ
ン
テ
ン
ツ
が
「
プ
ロ
ザ
ッ
ク
や
向
精
神
薬
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
」も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
先
註
に
お
い
て
触
れ
た
中
村
光
夫『
風

俗
小
説
論
』、
そ
し
て
大
塚
英
志
「
神
戸
震
災
文
学
論
」
に
即
し
て
言
う

な
ら
ば
、
私
的
な
内
面
の
「
物
語
」
を
描
く
こ
と
が
何
ら
か
の
共
感
的
な

真
実
に
通
底
す
る
と
い
う「
私
小
説
」的
文
学
観
へ
の
破
産
宣
告
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
社
会
的
に
無
根
拠
な
内
面
の
「
小
さ
な
物
語
」
を
描
く
コ

ン
テ
ン
ツ
が
次
々
と
代
替
わ
り
し
て
後
を
絶
た
ず
消
費
さ
れ
続
け
る
の
は

な
ぜ
か
。

　

そ
う
い
う
問
い
か
け
に
答
え
よ
う
と
す
る
宇
野
は
、
先
に
引
用
し
た
ア

ド
ル
ノ
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
批
判
に
よ
く
似
た
逆
説
で「
社
会
」と「
動

物
」
と
を
結
び
直
す
。（「
物
事
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
）「
小
泉
構
造
改

革
以
降
の
国
内
社
会
」
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
「
義
務
」
を
負
っ

た
「
動
物
」
は
、
過
誤
を
承
知
で
、
あ
え
て
「
小
さ
な
物
語
」
を
選
択
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
動
物
」
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
媒
介

さ
れ
た
産
物
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
論
理
の
パ
ラ
ド

ク
シ
カ
ル
な
特
徴
は
、「
自
己
責
任
で
選
択
」「
し
て
い
く
し
か
な
い
」
と

い
う
撞
着
し
た
語
法
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
宇
野
に
対
し
て
、
あ
え
て
今
一
度
こ
う
皮
肉
を
言
う
こ
と
は

許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
「
し
か
な
い
」
の
か
。「
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
」
す

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
と
は
何
か
。
手
段
の
真
偽
や
善
悪
を
超
え
て

「
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
す
る
こ
と
は
正
し
い
」
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
だ
け
は

ま
だ
真
実
で
あ
り
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
自
己
責
任
」
の
論
理
は
、
敗
者
を
容
赦
な
く
ゲ
ー
ム
か

ら
追
い
出
す
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
「
大
き
な
物
語
」
の
共
有
な
ど
あ
り
得

る
わ
け
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
当
事
者

性
の
論
理
（
13
）
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
お
互
い
に
「
物
語
」

を
共
有
し
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
た
当
事
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
無
根
拠
な
「
物
語
」
を
選
択
す

る
行
為
そ
れ
自
体
に
は
意
味
が
あ
る
。
互
い
の
「
物
語
」
の
意
義
ま
で
は

理
解
で
き
な
い
、
そ
の
こ
と
が
理
想
的
で
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ
て
い
る
立
場
上
仕
方
が
な
い
。
宇
野
の
い
う
「
新

し
い
想
像
力
」
に
つ
い
て
回
る
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
匂

い
は
、
こ
の
孤
独
な
行
為
に
対
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
の
自
己
憐
憫
に
由

来
す
る
（
14
）。

　

セ
カ
イ
系
コ
ン
テ
ン
ツ
を
擁
護
す
る
笠
井
潔
も
ま
た
、
こ
う
し
た
当
事

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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も
っ
と
悲
し
い
人
た
ち
が
い
る
か
ら
、そ
っ
ち
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」

と
必
ず
言
う
ん
で
す
ね
。
そ
の
言
葉
か
ら
は
、
も
う
政
府
が
ど
う
と

か
、
好
き
だ
と
か
嫌
い
だ
と
か
を
越
え
た
人
間
と
し
て
の
思
い
、
そ

し
て
私
た
ち
は
亡
く
な
っ
た
人
た
ち
の
分
ま
で
生
き
よ
う
と
い
う
思

い
が
僕
に
は
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。（
10
）

　

こ
の
発
言
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
に
よ
っ
て
「
国
の
伝
統
の
中
に

自
己
犠
牲
的
な
精
神
が
存
在
す
る
」
と
実
定
化
さ
れ
、
そ
れ
は
石
田
衣
良

ら
に
よ
っ
て
、
よ
り
近
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
忠
誠
心
と
し
て
再
定

義
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、
死
と
い
う
「
事
実
」
は
死
と
い
う
「
観
念
」
へ
と

昇
華
さ
れ
、
総
て
の
個
の
内
面
を
超
越
的
な
審
級
か
ら
規
定
す
る
。
こ
う

し
た
階
層
化
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
悲
惨
な
状
況
下
に
見
放
さ
れ
た
個
を

内
面
か
ら
支
え
励
ま
し
、
そ
の
反
面
権
威
の
責
任
に
は
無
批
判
な
、
あ
る

意
味
で
理
想
的
な
共
同
体
の
エ
ー
ト
ス
を
形
作
る
だ
ろ
う
（
11
）。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
的
な
倫
理
観
が
現
在
の

日
本
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
た
伝
統
だ
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
素

直
に
諾
う
こ
と
も
ま
た
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
が
見
て
い
た
の
は
、

次
の
よ
う
な
「
文
学
」
の
風
景
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

宇
野
常
寛
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
文
化
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
基
盤
を
な

す
社
会
意
識
、「
新
し
い
想
像
力
」
を
、
世
代
論
的
な
枠
組
み
の
も
と
、

以
下
の
よ
う
に
描
き
出
し
て
み
せ
た
。

　

世
の
中
の
し
く
み
、
つ
ま
り
「
政
治
」
の
問
題
と
し
て
は
、
小
泉

構
造
改
革
以
降
の
国
内
社
会
に
「
世
の
中
が
不
透
明
で
間
違
っ
て
い

る
か
ら
何
も
し
な
い
で
引
き
こ
も
る
」
と
い
う
態
度
で
臨
ん
で
い
た

ら
、
生
き
残
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
己
責
任
で
格
差
社
会
の
敗
北

者
を
選
択
し
た
と
見
做
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

そ
し
て
こ
の
「
ゲ
ー
ム
」
は
現
代
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
不

可
避
の
選
択
で
あ
り
、「
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
な
い
」
と
い
う
選
択
は

存
在
し
な
い
。
こ
の
資
本
主
義
的
経
済
と
法
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
組

み
上
げ
ら
れ
た
世
界
を
生
き
る
限
り
、
私
た
ち
は
生
ま
れ
落
ち
た
そ

の
瞬
間
か
ら
ゲ
ー
ム
の
渦
中
に
あ
る
。

　

ま
た
個
人
の
生
き
方
、
つ
ま
り
「
文
学
」
の
問
題
と
し
て
も
、
社

会
的
自
己
実
現
を
拒
否
し
、「
何
も
求
め
な
い
」
よ
う
に
見
え
る
碇

シ
ン
ジ
が
、
そ
の
一
方
で
自
分
を
無
条
件
に
承
認
し
て
く
れ
る
存
在

を
求
め
て
い
た
よ
う
に
、「
何
か
を
選
択
す
れ
ば
必
然
的
に
誤
る
の

で
、
何
も
選
択
し
な
い
」と
い
う
態
度
は
、
実
は
成
立
し
な
い
の
だ
。

　

二
〇
〇
一
年
を
前
後
し
て
、
九
〇
年
代
に
は
か
つ
て
の
シ
ス
テ
ム

が
無
効
に
な
っ
た
衝
撃
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
状
況
の
本
質
と
も
言
う
べ
き
構
造
が
露
に
な
っ
た
。
そ
の
本
質
と

は
、
人
々
は
も
は
や
歴
史
や
国
家
と
い
っ
た
「
大
き
な
物
語
」
に
根

拠
づ
け
ら
れ
な
い（
究
極
に
は
無
根
拠
で
あ
る
）「
小
さ
な
物
語
」を
、

中
心
的
な
価
値
と
し
て
自
己
責
任
で
選
択
し
て
い
く
し
か
な
い
、
と

い
う
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
「
政
治
」
の
問
題

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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と
し
て
は
生
き
残
れ
ず
、「
文
学
」
の
問
題
と
し
て
は
そ
も
そ
も
「
何

も
選
択
し
な
い
」
と
い
う
立
場
が
論
理
的
に
成
立
し
な
い
の
だ
。

（
12
）

　

東
浩
紀『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン　

オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
』

（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
が
、「
い
ま
や
感
情
的
な
心
の

動
き
は
、
む
し
ろ
、
非
社
会
的
に
、
孤
独
に
動
物
的
に
処
理
さ
れ
る
も
の

へ
と
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
」
と
、「
大
き
な
物
語
」
＝
共
感
を
必
要

と
し
な
い
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
型
世
界
の
到
来
を
宣
言
し
、
文
学
、
と
い
う
よ

り
消
費
コ
ン
テ
ン
ツ
が
「
プ
ロ
ザ
ッ
ク
や
向
精
神
薬
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な

い
」も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
、
先
註
に
お
い
て
触
れ
た
中
村
光
夫『
風

俗
小
説
論
』、
そ
し
て
大
塚
英
志
「
神
戸
震
災
文
学
論
」
に
即
し
て
言
う

な
ら
ば
、
私
的
な
内
面
の
「
物
語
」
を
描
く
こ
と
が
何
ら
か
の
共
感
的
な

真
実
に
通
底
す
る
と
い
う「
私
小
説
」的
文
学
観
へ
の
破
産
宣
告
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
社
会
的
に
無
根
拠
な
内
面
の
「
小
さ
な
物
語
」
を
描
く
コ

ン
テ
ン
ツ
が
次
々
と
代
替
わ
り
し
て
後
を
絶
た
ず
消
費
さ
れ
続
け
る
の
は

な
ぜ
か
。

　

そ
う
い
う
問
い
か
け
に
答
え
よ
う
と
す
る
宇
野
は
、
先
に
引
用
し
た
ア

ド
ル
ノ
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
批
判
に
よ
く
似
た
逆
説
で「
社
会
」と「
動

物
」
と
を
結
び
直
す
。（「
物
事
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
）「
小
泉
構
造
改

革
以
降
の
国
内
社
会
」
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
の
「
義
務
」
を
負
っ

た
「
動
物
」
は
、
過
誤
を
承
知
で
、
あ
え
て
「
小
さ
な
物
語
」
を
選
択
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
動
物
」
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
媒
介

さ
れ
た
産
物
な
の
だ
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
論
理
の
パ
ラ
ド

ク
シ
カ
ル
な
特
徴
は
、「
自
己
責
任
で
選
択
」「
し
て
い
く
し
か
な
い
」
と

い
う
撞
着
し
た
語
法
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
宇
野
に
対
し
て
、
あ
え
て
今
一
度
こ
う
皮
肉
を
言
う
こ
と
は

許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
「
し
か
な
い
」
の
か
。「
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
」
す

る
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
理
と
は
何
か
。
手
段
の
真
偽
や
善
悪
を
超
え
て

「
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
す
る
こ
と
は
正
し
い
」
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
だ
け
は

ま
だ
真
実
で
あ
り
続
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
自
己
責
任
」
の
論
理
は
、
敗
者
を
容
赦
な
く
ゲ
ー
ム
か

ら
追
い
出
す
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
「
大
き
な
物
語
」
の
共
有
な
ど
あ
り
得

る
わ
け
が
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
当
事
者

性
の
論
理
（
13
）
で
あ
る
。
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
は
お
互
い
に
「
物
語
」

を
共
有
し
な
い
。
し
か
し
、
ゲ
ー
ム
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
こ
と
を
強
制

さ
れ
た
当
事
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
無
根
拠
な
「
物
語
」
を
選
択
す

る
行
為
そ
れ
自
体
に
は
意
味
が
あ
る
。
互
い
の
「
物
語
」
の
意
義
ま
で
は

理
解
で
き
な
い
、
そ
の
こ
と
が
理
想
的
で
は
な
い
と
知
っ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
強
制
さ
れ
て
い
る
立
場
上
仕
方
が
な
い
。
宇
野
の
い
う
「
新

し
い
想
像
力
」
に
つ
い
て
回
る
ナ
ル
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
匂

い
は
、
こ
の
孤
独
な
行
為
に
対
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
の
自
己
憐
憫
に
由

来
す
る
（
14
）。

　

セ
カ
イ
系
コ
ン
テ
ン
ツ
を
擁
護
す
る
笠
井
潔
も
ま
た
、
こ
う
し
た
当
事

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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者
性
の
論
理
を
軸
に
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。

　

前
田
塁
は
「
飛
躍
の
論
理
」（「
文
学
界
」
二
〇
〇
五
年
三
月
号
）

で
、「
私
が
世
界
と
直
結
す
る
と
い
う
『
セ
カ
イ
系
』
と
い
う
『
ギ

ブ
ン
』
も
ま
た
、
厳
然
と
存
在
す
る
中
間
領
域
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
し
か
な
い
」、
そ
れ
は
私

と
世
界
の
あ
い
だ
に
「
構
造
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
経
済
や
歴
史

の
問
題
を
い
っ
さ
い
描
か
な
い
選
択
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
書
き
手
の

恣
意
的
な
『
関
心
』
に
従
属
す
る
選
択
な
の
だ
」
と
本
質
主
義
的
な

批
判
を
し
て
い
る
。「
書
き
手
の
恣
意
」
に
「
経
済
や
社
会
の
問
題
」

が
先
験
的
に
優
位
す
る
と
、
ど
う
し
て
前
田
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
。「
経
済
や
社
会
の
問
題
」
は
、
私
の
個
的
で
恣
意
的

な
世
界
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
浸
透
し
て
、
は
じ
め
て
「
問
題
」

に
な
る
。

　

最
終
兵
器
に
人
体
改
造
さ
れ
て
も
基
本
権
の
侵
害
と
し
て
抗
議
の

意
志
を
持
つ
こ
と
さ
え
な
い
少
女
は
、「
経
済
や
社
会
の
問
題
」
に

無
自
覚
な
啓
蒙
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
大
塚
英
志
も
前

田
と
似
た
よ
う
な
非
難
を
「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ズ
系
文
学
」
を
標
的
に

繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
「
経
済
や
社
会
の
問
題
」

が
構
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。（
15
）

　

現
象
学
的
な
独
我
論
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、『
風
俗
小
説
論
』
の

ひ
そ
み
に
倣
っ
て
、
日
本
浪
曼
派
の
再
来
で
は
な
い
か
と
言
い
た
く
な
る

よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
は
「
政
治
と
文

学
」
論
争
の
最
終
局
面
で
奥
野
健
男
が
主
張
し
た
「
文
学
の
自
由
」
論
に

き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
奥
野
は
、「
政
治
を
外
の
も
の
、
文
学
の
外

に
あ
る
権
威
あ
る
も
の
、
既
に
決
定
さ
れ
た
存
在
倫
理
的
良
心
と
し
て
し

か
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
」な
い
と
い
う「
信
仰
」を
批
判
し
、
三
島
の「
美

し
い
星
」
を
評
価
し
て
「
政
治
を
自
分
で
考
え
、
実
験
し
、
表
現
し
、
架

空
世
界
に
実
現
し
得
る
自
由
が
、
再
び
文
学
者
の
手
に
も
ど
っ
た
の
だ
」

と
そ
の
画
期
的
意
義
を
絶
賛
し
た
（
奥
野
健
男
「「
政
治
と
文
学
」
理
論

の
破
産
」、『
文
芸
』
一
九
六
八
・
六
）。
し
か
し
、「
政
治
」
が
「
も
ど
っ
た
」

の
は
あ
く
ま
で
「
文
学
者
の
手
」
に
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
由
は
あ
く
ま
で

「
文
学
者
」
と
い
う
当
事
者
性
の
内
部
に
お
い
て
言
祝
が
れ
る
。
で
は
そ

の
「
文
学
」
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
た
「
自
由
」
な
「
政
治
」
が
い
っ
た
い

ど
れ
ほ
ど
の
意
味
と
広
が
り
と
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
は
、「
文

学
」
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
を
無
条
件
に
信
じ
得
た
奥
野
に
と
っ
て
は

必
要
が
な
い
も
の
だ
っ
た
（
16
）。

　

そ
し
て
、
こ
う
の
が
嘆
い
た
断
絶
と
抑
圧
、
そ
し
て
自
閉
は
、
こ
の

当
事
者
性
の
論
理
が
横
滑
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の
こ
と

を
、
戦
後
日
本
の
批
評
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
、
ま
た
皮
肉
に
も
自
ら

体
現
し
た
の
は
、
佐
々
木
俊
尚
『「
当
事
者
」
の
時
代
』（
光
文
社
新
書
、

二
〇
一
二
・
三
）
で
あ
る
。

　

佐
々
木
は
、
実
際
は
〈
夜
回
り
共
同
体
〉
の
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
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り
な
が
ら
、〈
総
中
流
社
会
〉
の
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
か
ら
の
視
線
を

享
楽
と
し
て
供
給
で
き
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿

勢
を
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
と
呼
ん
で
批
判
し
、
そ
の
起
源
を
ベ
平
連

運
動
、
そ
し
て
「
華
青
闘
七
・
七
告
発
」
を
経
由
す
る
一
九
六
八
年
以
降

の
言
論
状
況
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
佐
々
木
の
歴
史
把
握
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
、
戦
争
体
験
者
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で

あ
っ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
〈
被
害
者
〉
の
時
代
は
や
が
て
過
ぎ
、
六
〇
年

代
に
な
る
と
、
社
会
運
動
に
関
わ
る
必
然
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
被
害

者
で
あ
る
と
同
時
に
加
害
者
で
も
あ
る
と
い
う
〈
被
害
者
＝
加
害
者
〉
論

の
時
代
が
到
来
す
る
。
そ
こ
で
は
〈
在
日
〉
や
「
女
性
」
と
い
う
「
内
な

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
へ
の
視
線
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
や
が
て

そ
の
加
害
者
性
へ
の
批
判
は
〈
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
〉
を
招
き
、
加
害
者
性

を
糾
弾
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
享
楽
す
る
た
め
に
、
い
つ
で
も
被
害
者

の
視
座
に
立
て
る
と
い
う
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
が
生
じ
る
。
そ
の
結

果
、
日
本
社
会
の
言
論
は
閉
塞
し
、
そ
れ
は
東
日
本
大
震
災
を
機
に
遂
に

臨
界
を
迎
え
た
。

　

東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
続
く
福
島
第
一
原
発
の
事
故
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
、
こ
の
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
が
実
は
日
本
社
会
の

集
合
的
無
意
識
を
浸
食
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
決
し
て
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

　

「
被
災
者
の
前
で
そ
れ
が
言
え
ま
す
か
」
と
い
う
発
言
。

　

あ
る
い
は
、
福
島
の
母
子
の
気
持
ち
を
勝
手
に
代
弁
す
る
多
く
の

人
た
ち
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
、「
当
事
者
で
あ
れ
」
と
批
判
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
他
者
に
当
事
者

で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
行
為
自
体
が
、
す
で
に
当
事
者
性
を

帯
び
て
い
な
い
か
ら
だ
。
本
多
勝
一
に
南
ベ
ト
ナ
ム
の
解
放
区
の
村

の
幹
部
が
語
っ
た
よ
う
に
、「
日
本
人
が
自
分
の
問
題
で
、
自
分
の

た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
ひ
ど
い
や
り
方
と
戦
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、
結

局
は
何
よ
り
も
ベ
ト
ナ
ム
の
た
め
に
な
る
」
の
だ
。
他
者
に
「
当
事

者
で
あ
れ
」
と
求
め
る
前
に
、
ま
ず
自
分
が
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を

追
い
求
め
る
し
か
な
い
。（
17
）

　

し
か
し
、
こ
の
佐
々
木
の
議
論
は
、
用
心
深
い
断
り
書
き
に
も
関
わ
ら

ず
、あ
る
い
は
そ
の
「
自
戒
を
込
め
て
」
と
で
も
い
う
べ
き
身
振
り
に
よ
っ

て
、
完
全
な
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
論
法
」
に
な
っ
て
い
る
。「〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

憑
依
〉
は
不
当
で
あ
る
か
ら
当
事
者
で
あ
る
べ
き
だ
、
し
か
し
当
事
者
で

あ
る
べ
き
だ
と
い
う
言
明
も
当
事
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
言
明
も
当
事
者
と
い
う
…
」、
こ
の
無
限
後
退
は
原
理
的
に

い
つ
ま
で
も
続
く
。
言
明
の
内
実
は
空
無
化
し
、
発
話
の
形
骸
だ
け
が
誇

ら
し
く
示
さ
れ
、「
言
葉
」
は
失
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
言
葉
」
の
失
調

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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者
性
の
論
理
を
軸
に
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。

　

前
田
塁
は
「
飛
躍
の
論
理
」（「
文
学
界
」
二
〇
〇
五
年
三
月
号
）

で
、「
私
が
世
界
と
直
結
す
る
と
い
う
『
セ
カ
イ
系
』
と
い
う
『
ギ

ブ
ン
』
も
ま
た
、
厳
然
と
存
在
す
る
中
間
領
域
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
し
か
な
い
」、
そ
れ
は
私

と
世
界
の
あ
い
だ
に
「
構
造
と
し
て
存
在
す
る
は
ず
の
経
済
や
歴
史

の
問
題
を
い
っ
さ
い
描
か
な
い
選
択
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
は
書
き
手
の

恣
意
的
な
『
関
心
』
に
従
属
す
る
選
択
な
の
だ
」
と
本
質
主
義
的
な

批
判
を
し
て
い
る
。「
書
き
手
の
恣
意
」
に
「
経
済
や
社
会
の
問
題
」

が
先
験
的
に
優
位
す
る
と
、
ど
う
し
て
前
田
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
だ
ろ
う
。「
経
済
や
社
会
の
問
題
」
は
、
私
の
個
的
で
恣
意
的

な
世
界
に
リ
ア
ル
な
も
の
と
し
て
浸
透
し
て
、
は
じ
め
て
「
問
題
」

に
な
る
。

　

最
終
兵
器
に
人
体
改
造
さ
れ
て
も
基
本
権
の
侵
害
と
し
て
抗
議
の

意
志
を
持
つ
こ
と
さ
え
な
い
少
女
は
、「
経
済
や
社
会
の
問
題
」
に

無
自
覚
な
啓
蒙
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
大
塚
英
志
も
前

田
と
似
た
よ
う
な
非
難
を
「
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
ズ
系
文
学
」
を
標
的
に

繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
「
経
済
や
社
会
の
問
題
」

が
構
成
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。（
15
）

　

現
象
学
的
な
独
我
論
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、『
風
俗
小
説
論
』
の

ひ
そ
み
に
倣
っ
て
、
日
本
浪
曼
派
の
再
来
で
は
な
い
か
と
言
い
た
く
な
る

よ
う
な
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
実
は
こ
う
し
た
ロ
ジ
ッ
ク
は
「
政
治
と
文

学
」
論
争
の
最
終
局
面
で
奥
野
健
男
が
主
張
し
た
「
文
学
の
自
由
」
論
に

き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
奥
野
は
、「
政
治
を
外
の
も
の
、
文
学
の
外

に
あ
る
権
威
あ
る
も
の
、
既
に
決
定
さ
れ
た
存
在
倫
理
的
良
心
と
し
て
し

か
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
」な
い
と
い
う「
信
仰
」を
批
判
し
、
三
島
の「
美

し
い
星
」
を
評
価
し
て
「
政
治
を
自
分
で
考
え
、
実
験
し
、
表
現
し
、
架

空
世
界
に
実
現
し
得
る
自
由
が
、
再
び
文
学
者
の
手
に
も
ど
っ
た
の
だ
」

と
そ
の
画
期
的
意
義
を
絶
賛
し
た
（
奥
野
健
男
「「
政
治
と
文
学
」
理
論

の
破
産
」、『
文
芸
』
一
九
六
八
・
六
）。
し
か
し
、「
政
治
」
が
「
も
ど
っ
た
」

の
は
あ
く
ま
で
「
文
学
者
の
手
」
に
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
由
は
あ
く
ま
で

「
文
学
者
」
と
い
う
当
事
者
性
の
内
部
に
お
い
て
言
祝
が
れ
る
。
で
は
そ

の
「
文
学
」
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
た
「
自
由
」
な
「
政
治
」
が
い
っ
た
い

ど
れ
ほ
ど
の
意
味
と
広
が
り
と
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
は
、「
文

学
」
と
い
う
「
大
き
な
物
語
」
を
無
条
件
に
信
じ
得
た
奥
野
に
と
っ
て
は

必
要
が
な
い
も
の
だ
っ
た
（
16
）。

　

そ
し
て
、
こ
う
の
が
嘆
い
た
断
絶
と
抑
圧
、
そ
し
て
自
閉
は
、
こ
の

当
事
者
性
の
論
理
が
横
滑
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
そ
の
こ
と

を
、
戦
後
日
本
の
批
評
の
問
題
と
し
て
指
摘
し
、
ま
た
皮
肉
に
も
自
ら

体
現
し
た
の
は
、
佐
々
木
俊
尚
『「
当
事
者
」
の
時
代
』（
光
文
社
新
書
、

二
〇
一
二
・
三
）
で
あ
る
。

　

佐
々
木
は
、
実
際
は
〈
夜
回
り
共
同
体
〉
の
「
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
」
で
あ
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り
な
が
ら
、〈
総
中
流
社
会
〉
の
「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
か
ら
の
視
線
を

享
楽
と
し
て
供
給
で
き
る
と
信
じ
て
疑
わ
な
い
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿

勢
を
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
と
呼
ん
で
批
判
し
、
そ
の
起
源
を
ベ
平
連

運
動
、
そ
し
て
「
華
青
闘
七
・
七
告
発
」
を
経
由
す
る
一
九
六
八
年
以
降

の
言
論
状
況
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
佐
々
木
の
歴
史
把
握
は
き
わ
め
て
明

快
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
、
戦
争
体
験
者
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で

あ
っ
た
時
代
、
す
な
わ
ち
〈
被
害
者
〉
の
時
代
は
や
が
て
過
ぎ
、
六
〇
年

代
に
な
る
と
、
社
会
運
動
に
関
わ
る
必
然
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
被
害

者
で
あ
る
と
同
時
に
加
害
者
で
も
あ
る
と
い
う
〈
被
害
者
＝
加
害
者
〉
論

の
時
代
が
到
来
す
る
。
そ
こ
で
は
〈
在
日
〉
や
「
女
性
」
と
い
う
「
内
な

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
」
へ
の
視
線
が
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
や
が
て

そ
の
加
害
者
性
へ
の
批
判
は
〈
オ
ー
バ
ー
ド
ー
ズ
〉
を
招
き
、
加
害
者
性

を
糾
弾
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
享
楽
す
る
た
め
に
、
い
つ
で
も
被
害
者

の
視
座
に
立
て
る
と
い
う
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
が
生
じ
る
。
そ
の
結

果
、
日
本
社
会
の
言
論
は
閉
塞
し
、
そ
れ
は
東
日
本
大
震
災
を
機
に
遂
に

臨
界
を
迎
え
た
。

　

東
日
本
大
震
災
と
そ
れ
に
続
く
福
島
第
一
原
発
の
事
故
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
、
こ
の
〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
憑
依
〉
が
実
は
日
本
社
会
の

集
合
的
無
意
識
を
浸
食
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
決
し
て
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

　

「
被
災
者
の
前
で
そ
れ
が
言
え
ま
す
か
」
と
い
う
発
言
。

　

あ
る
い
は
、
福
島
の
母
子
の
気
持
ち
を
勝
手
に
代
弁
す
る
多
く
の

人
た
ち
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
を
、「
当
事
者
で
あ
れ
」
と
批
判
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
他
者
に
当
事
者

で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
行
為
自
体
が
、
す
で
に
当
事
者
性
を

帯
び
て
い
な
い
か
ら
だ
。
本
多
勝
一
に
南
ベ
ト
ナ
ム
の
解
放
区
の
村

の
幹
部
が
語
っ
た
よ
う
に
、「
日
本
人
が
自
分
の
問
題
で
、
自
分
の

た
め
に
ア
メ
リ
カ
の
ひ
ど
い
や
り
方
と
戦
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
、
結

局
は
何
よ
り
も
ベ
ト
ナ
ム
の
た
め
に
な
る
」
の
だ
。
他
者
に
「
当
事

者
で
あ
れ
」
と
求
め
る
前
に
、
ま
ず
自
分
が
当
事
者
で
あ
る
こ
と
を

追
い
求
め
る
し
か
な
い
。（
17
）

　

し
か
し
、
こ
の
佐
々
木
の
議
論
は
、
用
心
深
い
断
り
書
き
に
も
関
わ
ら

ず
、あ
る
い
は
そ
の
「
自
戒
を
込
め
て
」
と
で
も
い
う
べ
き
身
振
り
に
よ
っ

て
、
完
全
な
「
ブ
ー
メ
ラ
ン
論
法
」
に
な
っ
て
い
る
。「〈
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

憑
依
〉
は
不
当
で
あ
る
か
ら
当
事
者
で
あ
る
べ
き
だ
、
し
か
し
当
事
者
で

あ
る
べ
き
だ
と
い
う
言
明
も
当
事
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き

だ
、
と
い
う
言
明
も
当
事
者
と
い
う
…
」、
こ
の
無
限
後
退
は
原
理
的
に

い
つ
ま
で
も
続
く
。
言
明
の
内
実
は
空
無
化
し
、
発
話
の
形
骸
だ
け
が
誇

ら
し
く
示
さ
れ
、「
言
葉
」
は
失
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
言
葉
」
の
失
調

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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こ
そ
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
的
な
倫
理
観
と
呼
ば
れ
た
態
度
の
裏

面
を
成
し
て
い
た
。
佐
々
木
は
こ
れ
に
続
け
て
言
う
。

　

こ
れ
は
堂
々
め
ぐ
り
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
も
聞
こ
え
る
。
し
か
し

こ
の
壁
を
乗
り
越
え
て
い
か
な
い
限
り
、
そ
の
先
の
道
は
用
意
さ
れ

な
い
。
し
か
し
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
る
人
は
限
ら
れ
て
い
る
し
、
乗

り
越
え
な
い
人
や
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
人
に
対
し
て
、
誰
も
手
を
差

し
伸
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、
誰
に
も
他
者
に
対
し
て
道
筋
を
用
意
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
だ
。
自
分
自
身
で
当
事
者
と
し
て
の
道
を
切
り
開
け
る

者
に
の
み
、
道
は
拓
か
れ
る
。（
18
）

　

二
〇
一
一
年
三
月
以
降
の
「
言
葉
」
の
失
調
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生

じ
た
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
以
降
の
言
説
状
況
に
お
い
て
、
当
事
者
性
の
み
が
物
語

へ
の
欲
望
を
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
で
き
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
そ

の
当
事
者
性
と
い
う
賭
け
金
を
、
他
人
の
懐
か
ら
こ
っ
そ
り
拝
借
す
る
こ

と
は
重
大
な
詐
欺
で
あ
る
。
自
ら
の
賭
け
金
で
勝
負
す
る
べ
き
で
あ
り
、

も
し
懐
が
空
に
な
っ
た
の
な
ら
ば
、
素
直
に
ゲ
ー
ム
か
ら
退
場
す
る
べ
き

だ
…
…
。

　

震
災
後
に
連
発
さ
れ
た
「
絆
」
や
「
が
ん
ば
ろ
う
日
本
」
と
い
っ
た
類

い
の
言
葉
が
、
時
と
し
て
驚
く
ほ
ど
空
疎
に
響
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
、

互
い
が
当
事
者
性
を
賭
け
金
と
し
た
ゲ
ー
ム
の
中
に
い
る
と
い
う
感
覚
の

た
め
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
い
か
に
当
事
者
足
り
得
て
い
る

か
、
リ
ア
リ
テ
ィ
は
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
そ

の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。

　
　
　

３　

戦
後
的
な
主
体
の
臨
界　

　

こ
こ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
「
言
葉
」
の
閉
塞
は
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
事
故
を
巡
る
言
説
に
最
も
端
的
に
現
れ
た
。
そ
れ
に
は
、

原
子
力
発
電
と
い
う
テ
ー
マ
が
帯
び
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
、
い
わ
ゆ
る

「
原
子
力
ム
ラ
」
の
利
害
関
係
な
ど
、
複
数
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
、
自
ら
の
批
評
的
営
為
の
根
幹
に
関
わ
る
体
験
と
し
て
そ

れ
に
言
及
し
た
加
藤
典
洋
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
た
い
。

　

原
発
事
故
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
深
刻
な
展
開
に
海
外
で
接

し
、
私
に
最
初
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
、
未
知
の
、
悲
哀
の
感
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
は
、
今
回

の
惨
事
が
人
間
を
含
む
自
然
全
般
を
深
く
汚
染
・
毀
損
す
る
こ
と
を

通
じ
、
私
を
〝
ス
ル
ー
し
て
〞
い
わ
ば
次
代
を
担
う
人
々
、
若
い
世

代
の
人
々
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
人
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
来
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
大
鎌
を
肩
に
か
け
た
死

に
神
が
お
前
は
関
係
な
い
、
退
け
、
と
ば
か
り
私
を
突
き
の
け
、
若

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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い
人
々
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
る
人
々

を
追
い
か
け
、
走
り
去
っ
て
い
く
。
そ
の
姿
を
、
も
う
先
の
長
く
な

い
人
間
個
体
と
し
て
、
呆
然
と
見
送
る
思
い
が
あ
っ
た
。（
19
）

　

加
藤
典
洋
は
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
福
島
原
発
の
事
故
に
関
わ
っ

て
、「
突
き
飛
ば
さ
れ
」「
ス
ル
ー
さ
れ
た
」
悲
哀
の
感
覚
を
繰
り
返
し
述

べ
て
い
る
。
汚
染
・
毀
損
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
悲
哀
の

感
情
を
惹
起
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
雄
弁
に
当
事
者
性
論
の
限
界
を
物
語
る
言

説
は
ま
た
と
な
い
。

　

そ
し
て
、
加
藤
に
と
っ
て
こ
の
感
覚
は
、
自
ら
の
批
評
的
営
為
の
再
構

成
を
強
い
ら
れ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
佐
々
木

が
先
の
論
の
大
き
な
源
泉
と
し
て
掲
げ
て
も
い
た
『
敗
戦
後
論
』（
講
談

社
、
一
九
九
七
・
八
）
に
お
い
て
、
彼
が
提
起
し
て
い
た
の
が
、
戦
後
的

な
当
事
者
性
を
い
か
に
立
ち
上
げ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。自

分
は
こ
れ
ま
で
、
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
に
も
ま
ず
過
去
と
の
関

係
を
し
っ
か
り
と
築
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
を
人
に
対
し
て
も
述
べ
て
き
た
。「
戦
争
の
死
者
」
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
築
く
か
、
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
、
憲
法
九
条

を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
現
れ
た
の
は
、
自
分
の
関
与
し
た
こ
と
の
結
果
、

自
分
が
十
分
に
背
負
い
き
れ
な
い
災
禍
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
、

自
分
と
は
関
わ
り
の
な
い
人
間
、
次
代
の
人
間
に
、
手
渡
さ
れ
る
と

い
う
問
題
で
し
た
。（
20
）

　
『
敗
戦
後
論
』
を
踏
ま
え
つ
つ
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
加
藤
は
、こ
の
「
背

負
い
き
れ
な
い
」
感
覚
を
、
社
会
学
者
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
「
リ
ス

ク
近
代
」
の
概
念
を
援
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
加
藤
の

議
論
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
「
リ
ス
ク
」
の
概
念
を
、
法
刑
罰
と
同
様

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
法

と
は
、
ほ
ん
ら
い
弁
済
可
能
で
な
い
も
の
を
、
別
の
形
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
、
支
払
い
可
能
な
形
に
置
換
し
、
各
人
が
そ
れ
を
納
得
し
、
受
け

入
れ
る
虚
構
」
だ
と
定
義
す
る
加
藤
は
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、

原
発
事
故
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
「
リ
ス
ク
近
代
」
の
臨
界
を
、

「
本
当
の
問
題
は
、
こ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
が
、
電
力
会
社
に
も
国

に
も
、
応
答
で
き
な
い
、「
責
任
」
を
と
れ
な
い
規
模
の
こ
と
だ
、
と
い

う
こ
と
の
ほ
う
だ
っ
た
」（
21
）
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
原
発
事
故
で
露
呈

し
た
の
は
、
構
成
員
の
誰
も
が
当
事
者
で
あ
り
え
な
い
よ
う
な
社
会
の
現

出
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
加
藤
の
い
う
「
背
負

い
き
れ
な
い
」
感
覚
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
象
徴
的
秩

序
の
崩
壊
、
と
も
換
言
で
き
る
（
22
）。

　

加
藤
は
、
こ
う
し
た
亀
裂
、「
言
葉
」
の
失
調
を
認
識
し
つ
つ
、
し
か

し
そ
こ
か
ら
の
回
復
を
関
係
の
「
固
有
性
」
の
奪
還
に
賭
け
よ
う
と
す
る
。

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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こ
そ
が
、「
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
」
的
な
倫
理
観
と
呼
ば
れ
た
態
度
の
裏

面
を
成
し
て
い
た
。
佐
々
木
は
こ
れ
に
続
け
て
言
う
。

　

こ
れ
は
堂
々
め
ぐ
り
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
も
聞
こ
え
る
。
し
か
し

こ
の
壁
を
乗
り
越
え
て
い
か
な
い
限
り
、
そ
の
先
の
道
は
用
意
さ
れ

な
い
。
し
か
し
そ
の
壁
を
乗
り
越
え
る
人
は
限
ら
れ
て
い
る
し
、
乗

り
越
え
な
い
人
や
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
人
に
対
し
て
、
誰
も
手
を
差

し
伸
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、
誰
に
も
他
者
に
対
し
て
道
筋
を
用
意
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
だ
。
自
分
自
身
で
当
事
者
と
し
て
の
道
を
切
り
開
け
る

者
に
の
み
、
道
は
拓
か
れ
る
。（
18
）

　

二
〇
一
一
年
三
月
以
降
の
「
言
葉
」
の
失
調
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生

じ
た
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
以
降
の
言
説
状
況
に
お
い
て
、
当
事
者
性
の
み
が
物
語

へ
の
欲
望
を
オ
ー
ソ
ラ
イ
ズ
で
き
る
も
の
と
見
な
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
そ

の
当
事
者
性
と
い
う
賭
け
金
を
、
他
人
の
懐
か
ら
こ
っ
そ
り
拝
借
す
る
こ

と
は
重
大
な
詐
欺
で
あ
る
。
自
ら
の
賭
け
金
で
勝
負
す
る
べ
き
で
あ
り
、

も
し
懐
が
空
に
な
っ
た
の
な
ら
ば
、
素
直
に
ゲ
ー
ム
か
ら
退
場
す
る
べ
き

だ
…
…
。

　

震
災
後
に
連
発
さ
れ
た
「
絆
」
や
「
が
ん
ば
ろ
う
日
本
」
と
い
っ
た
類

い
の
言
葉
が
、
時
と
し
て
驚
く
ほ
ど
空
疎
に
響
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
、

互
い
が
当
事
者
性
を
賭
け
金
と
し
た
ゲ
ー
ム
の
中
に
い
る
と
い
う
感
覚
の

た
め
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
い
か
に
当
事
者
足
り
得
て
い
る

か
、
リ
ア
リ
テ
ィ
は
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
か
な
い
、
と
い
う
の
が
そ

の
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。

　
　
　

３　

戦
後
的
な
主
体
の
臨
界　

　

こ
こ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
「
言
葉
」
の
閉
塞
は
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
事
故
を
巡
る
言
説
に
最
も
端
的
に
現
れ
た
。
そ
れ
に
は
、

原
子
力
発
電
と
い
う
テ
ー
マ
が
帯
び
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
や
、
い
わ
ゆ
る

「
原
子
力
ム
ラ
」
の
利
害
関
係
な
ど
、
複
数
の
要
因
が
絡
み
合
っ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
、
自
ら
の
批
評
的
営
為
の
根
幹
に
関
わ
る
体
験
と
し
て
そ

れ
に
言
及
し
た
加
藤
典
洋
の
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
た
い
。

　

原
発
事
故
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
深
刻
な
展
開
に
海
外
で
接

し
、
私
に
最
初
に
や
っ
て
き
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と

の
な
い
、
未
知
の
、
悲
哀
の
感
情
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
は
、
今
回

の
惨
事
が
人
間
を
含
む
自
然
全
般
を
深
く
汚
染
・
毀
損
す
る
こ
と
を

通
じ
、
私
を
〝
ス
ル
ー
し
て
〞
い
わ
ば
次
代
を
担
う
人
々
、
若
い
世

代
の
人
々
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
人
々
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
来
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
大
鎌
を
肩
に
か
け
た
死

に
神
が
お
前
は
関
係
な
い
、
退
け
、
と
ば
か
り
私
を
突
き
の
け
、
若

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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い
人
々
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
幼
児
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
る
人
々

を
追
い
か
け
、
走
り
去
っ
て
い
く
。
そ
の
姿
を
、
も
う
先
の
長
く
な

い
人
間
個
体
と
し
て
、
呆
然
と
見
送
る
思
い
が
あ
っ
た
。（
19
）

　

加
藤
典
洋
は
、
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
福
島
原
発
の
事
故
に
関
わ
っ

て
、「
突
き
飛
ば
さ
れ
」「
ス
ル
ー
さ
れ
た
」
悲
哀
の
感
覚
を
繰
り
返
し
述

べ
て
い
る
。
汚
染
・
毀
損
の
対
象
で
は
な
い
こ
と
が
、
か
え
っ
て
悲
哀
の

感
情
を
惹
起
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
雄
弁
に
当
事
者
性
論
の
限
界
を
物
語
る
言

説
は
ま
た
と
な
い
。

　

そ
し
て
、
加
藤
に
と
っ
て
こ
の
感
覚
は
、
自
ら
の
批
評
的
営
為
の
再
構

成
を
強
い
ら
れ
る
ほ
ど
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
佐
々
木

が
先
の
論
の
大
き
な
源
泉
と
し
て
掲
げ
て
も
い
た
『
敗
戦
後
論
』（
講
談

社
、
一
九
九
七
・
八
）
に
お
い
て
、
彼
が
提
起
し
て
い
た
の
が
、
戦
後
的

な
当
事
者
性
を
い
か
に
立
ち
上
げ
る
の
か
、
と
い
う
議
論
だ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。自

分
は
こ
れ
ま
で
、
将
来
の
こ
と
を
考
え
る
に
も
ま
ず
過
去
と
の
関

係
を
し
っ
か
り
と
築
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ

の
こ
と
を
人
に
対
し
て
も
述
べ
て
き
た
。「
戦
争
の
死
者
」
と
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
築
く
か
、
と
い
う
問
題
、
あ
る
い
は
、
憲
法
九
条

を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
今
回
現
れ
た
の
は
、
自
分
の
関
与
し
た
こ
と
の
結
果
、

自
分
が
十
分
に
背
負
い
き
れ
な
い
災
禍
が
も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
、

自
分
と
は
関
わ
り
の
な
い
人
間
、
次
代
の
人
間
に
、
手
渡
さ
れ
る
と

い
う
問
題
で
し
た
。（
20
）

　
『
敗
戦
後
論
』
を
踏
ま
え
つ
つ
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
加
藤
は
、こ
の
「
背

負
い
き
れ
な
い
」
感
覚
を
、
社
会
学
者
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
「
リ
ス

ク
近
代
」
の
概
念
を
援
用
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
加
藤
の

議
論
に
特
徴
的
な
の
は
、
こ
の
「
リ
ス
ク
」
の
概
念
を
、
法
刑
罰
と
同
様

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。「
法

と
は
、
ほ
ん
ら
い
弁
済
可
能
で
な
い
も
の
を
、
別
の
形
で
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

と
し
て
、
支
払
い
可
能
な
形
に
置
換
し
、
各
人
が
そ
れ
を
納
得
し
、
受
け

入
れ
る
虚
構
」
だ
と
定
義
す
る
加
藤
は
、
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、

原
発
事
故
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
に
な
っ
た
「
リ
ス
ク
近
代
」
の
臨
界
を
、

「
本
当
の
問
題
は
、
こ
こ
に
起
こ
っ
て
い
る
事
態
が
、
電
力
会
社
に
も
国

に
も
、
応
答
で
き
な
い
、「
責
任
」
を
と
れ
な
い
規
模
の
こ
と
だ
、
と
い

う
こ
と
の
ほ
う
だ
っ
た
」（
21
）
と
説
く
。
す
な
わ
ち
、
原
発
事
故
で
露
呈

し
た
の
は
、
構
成
員
の
誰
も
が
当
事
者
で
あ
り
え
な
い
よ
う
な
社
会
の
現

出
だ
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
加
藤
の
い
う
「
背
負

い
き
れ
な
い
」
感
覚
と
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
象
徴
的
秩

序
の
崩
壊
、
と
も
換
言
で
き
る
（
22
）。

　

加
藤
は
、
こ
う
し
た
亀
裂
、「
言
葉
」
の
失
調
を
認
識
し
つ
つ
、
し
か

し
そ
こ
か
ら
の
回
復
を
関
係
の
「
固
有
性
」
の
奪
還
に
賭
け
よ
う
と
す
る
。

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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こ
の
後
現
れ
る
赤
ん
坊
と
私
を
結
び
つ
け
る
の
は
、こ
の
私
の「
手

渡
す
」
自
然
の
毀
損
で
あ
り
、
放
射
能
汚
染
で
す
。
こ
こ
に
現
れ
る

未
来
の
赤
ん
坊
は
、
い
わ
ば
私
の
隣
り
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
、
未

来
の
隣
り
合
う
人
、
隣
人
な
の
で
す
。そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、

む
ろ
ん
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
で
は
な
い
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
子

ど
も
た
ち
は
、
遠
い
が
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
は
近
い
、
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
関
係
」
の
も

つ
固
有
性
が
、
つ
ね
に
あ
る
。
そ
の
固
有
性
の
中
で
他
者
は
、
隣
人

と
な
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。
両
者
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
、「
こ
の
」

自
然
の
毀
損
、「
あ
の
」
自
然
の
損
壊
で
、
そ
れ
は
何
ら
抽
象
的
な

も
の
で
は
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
は
、
損
壊
で
き
な
い
の
で
す
。
そ

の
自
然
は
、
観
念
で
は
な
く
、
現
に
こ
こ
に
よ
ご
れ
て
、
深
く
毀
損

し
て
、
手
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
（
手
を
ふ
れ
れ
ば
、
汚

染
が
及
ぶ
の
で
す
が
）。（
23
）

　

「
未
来
の
世
代
一
般
に
対
す
る
リ
ミ
ッ
ト
の
無
い
」「
貧
血
的
な
倫
理
」

を
退
け
よ
う
と
す
る
加
藤
は
、
例
え
ば
地
球
環
境
の
南
北
問
題
に
つ
い
て

も
、
単
な
る
「
一
部
良
心
派
の
「
利
他
的
な
ふ
る
ま
い
」」
は
「
内
在
性
」

を
欠
い
た
弱
い
も
の
で
し
か
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
う
で
は
な
い
、「
内

在
性
」
に
基
づ
い
た
「
赤
面
す
る
よ
う
に
」「
暖
か
い
」「
有
責
性
」
を
も

た
ら
す
契
機
と
し
て
、
隣
人
と
の
関
係
の
「
固
有
性
」
が
、
こ
こ
に
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、『
敗
戦
後
論
』
に
お

け
る
、「
自
国
の
戦
争
の
死
者
」へ
の
哀
悼
か
ら「
他
国
の
戦
争
の
死
者
」へ
、

と
い
う
順
序
へ
の
こ
だ
わ
り
と
論
理
的
に
連
続
し
て
い
る
。『
敗
戦
後
論
』

に
差
し
向
け
ら
れ
た
数
々
の
批
判
に
対
す
る
粘
り
強
い
応
酬
に
お
い
て
改

め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、
倫
理
の
「
抽
象
性
」
へ
の
批
判
こ
そ
、
加
藤
に

と
っ
て
手
放
す
こ
と
の
出
来
な
い
批
評
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
加
藤
の
論
理
は
、
未
だ
当
事
者
性
論
の
限
界
を
乗

り
越
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
隣
人
と
の

関
係
が
毀
損
さ
れ
得
る
こ
と
自
体
を
、
そ
の
関
係
の
持
つ
固
有
性
の
顕
現

と
見
な
し
、
そ
の
固
有
性
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
調
を
克

服
す
る
、
と
い
う
議
論
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
な
が
ら
も
明
ら
か
に
撞
着

的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。「
赤
面
す
る
よ
う
に
」「
暖
か
い
」「
毀
損
」

の
感
覚
も
ま
た
、「
抽
象
的
」
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
媒
介
さ
れ
て
主
体
に

も
た
ら
さ
れ
る
「
関
係
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
「
関
係
」
の
失
調
こ
そ

が
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
　

４　

主
体
の
「
死
」
と
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
直
後
に
斎
藤
環
が
語
っ
た
「
言

葉
」
の
失
調
と
そ
の
回
復
へ
の
希
望
に
つ
い
て
、「
文
学
」
と
「
現
実
」

と
の
関
わ
り
を
巡
る
批
評
史
的
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
、
そ

の
後
の
言
説
状
況
の
中
で
、
当
事
者
性
を
巡
る
倫
理
的
抑
圧
と
し
て
「
言

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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葉
」
の
失
調
が
生
じ
た
様
相
を
、
佐
々
木
俊
尚
、
加
藤
典
洋
の
二
人
の
批

評
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。「
風
俗
小
説
」
論
か
ら
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
関
す
る
議
論
に
至
る
ま
で
、
戦
後
日
本
の
文
芸
批
評

を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
と
重
な
り
あ
い
な
が
ら
生
じ
た
そ
の
失
調
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
象
徴
的
秩
序
の
臨
界
と
し
て
現
れ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

戦
後
詩
を
巡
る
酒
井
直
樹
の
次
の
よ
う
な
考
察
は
、
こ
う
し
た
事
態
を

理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
補
助
線
を
提
示
し
て
い
る
。
戦
後
詩
に
お
け
る

「
死
」が「
共
同
的
表
象
」に
も
た
ら
す
批
評
的
な
契
機
を
二
点
に
わ
た
っ

て
指
摘
し
よ
う
と
す
る
酒
井
は
、「
死
」
の
表
象
不
可
能
性
、
表
象
に
対

す
る
絶
対
的
な
他
者
性
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

第
二
に
、
そ
れ
は
共
同
的
表
象
の
作
用
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
危ク
リ
テ
ィ
カ
ル

機
的
で
あ
る
。
発
話
行
為
の
主
体

と
被
発
話
態
の
主
語
の
分
裂
は
、
主
体
の
死
を
も
意
味
す
る
の
だ

が
、
こ
れ
ま
で
私
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
自
ら

を
主
体
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
基
本
原
理
な
の
で
あ

る
。だ
か
ら
死
は
二
つ
の
事
実
を
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
共
同
的
表
象
体
系
が
そ
も
そ
も
機
能
す
る
た
め
に
、
当
然

そ
れ
は
一
方
で
分
裂
を
招
来
し
、
発
話
行
為
の
主
体
を
表
現
の
中
か

ら
排
除
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
体
系
の
な
か
で
確
定
さ
れ
た
主
体
の

位
置
と
自
分
自
身
と
を
誰
も
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

他
方
、
そ
の
体
系
の
本
来
性
そ
の
も
の
は
、
発
話
行
為
の
主
体
と
被

発
話
態
の
主
語
の
間
に
想
像
上
の
対
応
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
十
全
な
（adequete

）
対
応
関
係
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
主
体
は
常
に
い
わ
ば
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
し
か
定
立
さ

れ
な
い
と
い
う
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
で
の
十
全
性
は
、
言
表
の
際
に
必

然
的
に
生
ず
る
損
失
、
消
失
お
よ
び
死
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
限
り
で

認
め
ら
れ
得
る
だ
け
の
も
の
な
の
だ
。（
24
）

　

「
共
同
的
表
象
体
系
」
に
お
け
る
「
発
話
行
為
の
主
体
と
被
発
話
態
の

主
語
」
と
の
「
対
応
関
係
」、
つ
ま
り
主
体
の
定
立
に
か
か
わ
る
「
言
表
」

に
、
常
に
「
損
失
、
消
失
お
よ
び
死
」
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
酒

井
の
主
張
を
、
本
稿
の
文
脈
に
置
き
直
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
真
正
な
当

事
者
性
を
記
述
す
る
こ
と
は
つ
い
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
示
唆
と
し

て
理
解
し
得
る
。
酒
井
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
体
の
「
死
」
を
隠
蔽
す

る
ウ
ェ
ル
メ
イ
ド
な
物
語
は
、
現
存
の
共
同
体
の
「
合エ
コ
ノ
ミ
ー

理
性
」
に
奉
仕
す

る
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
体
の
「
死
」
の
介
在

こ
そ
が
、
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
の
条
件
な
の
だ
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
か
（
25
）。

　

得
意
の
エ
ロ
グ
ロ
・
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
体
裁
の
中
に
、
川
上
弘

美
、
宮
崎
駿
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
て
「
未
来
の
死
者
」
へ
の
応
答
不
可

能
性
の
問
題
を
論
じ
る「
震
災
文
学
論
」を
挟
み
込
ん
だ
高
橋
源
一
郎「
恋

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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こ
の
後
現
れ
る
赤
ん
坊
と
私
を
結
び
つ
け
る
の
は
、こ
の
私
の「
手

渡
す
」
自
然
の
毀
損
で
あ
り
、
放
射
能
汚
染
で
す
。
こ
こ
に
現
れ
る

未
来
の
赤
ん
坊
は
、
い
わ
ば
私
の
隣
り
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
、
未

来
の
隣
り
合
う
人
、
隣
人
な
の
で
す
。そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、

む
ろ
ん
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
で
は
な
い
。
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
子

ど
も
た
ち
は
、
遠
い
が
、
福
島
の
子
ど
も
た
ち
は
近
い
、
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
「
関
係
」
の
も

つ
固
有
性
が
、
つ
ね
に
あ
る
。
そ
の
固
有
性
の
中
で
他
者
は
、
隣
人

と
な
る
、と
い
う
こ
と
で
す
。
両
者
を
つ
な
い
で
い
る
の
は
、「
こ
の
」

自
然
の
毀
損
、「
あ
の
」
自
然
の
損
壊
で
、
そ
れ
は
何
ら
抽
象
的
な

も
の
で
は
な
い
。
抽
象
的
な
も
の
は
、
損
壊
で
き
な
い
の
で
す
。
そ

の
自
然
は
、
観
念
で
は
な
く
、
現
に
こ
こ
に
よ
ご
れ
て
、
深
く
毀
損

し
て
、
手
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
（
手
を
ふ
れ
れ
ば
、
汚

染
が
及
ぶ
の
で
す
が
）。（
23
）

　

「
未
来
の
世
代
一
般
に
対
す
る
リ
ミ
ッ
ト
の
無
い
」「
貧
血
的
な
倫
理
」

を
退
け
よ
う
と
す
る
加
藤
は
、
例
え
ば
地
球
環
境
の
南
北
問
題
に
つ
い
て

も
、
単
な
る
「
一
部
良
心
派
の
「
利
他
的
な
ふ
る
ま
い
」」
は
「
内
在
性
」

を
欠
い
た
弱
い
も
の
で
し
か
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
う
で
は
な
い
、「
内

在
性
」
に
基
づ
い
た
「
赤
面
す
る
よ
う
に
」「
暖
か
い
」「
有
責
性
」
を
も

た
ら
す
契
機
と
し
て
、
隣
人
と
の
関
係
の
「
固
有
性
」
が
、
こ
こ
に
要
請

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、『
敗
戦
後
論
』
に
お

け
る
、「
自
国
の
戦
争
の
死
者
」へ
の
哀
悼
か
ら「
他
国
の
戦
争
の
死
者
」へ
、

と
い
う
順
序
へ
の
こ
だ
わ
り
と
論
理
的
に
連
続
し
て
い
る
。『
敗
戦
後
論
』

に
差
し
向
け
ら
れ
た
数
々
の
批
判
に
対
す
る
粘
り
強
い
応
酬
に
お
い
て
改

め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、
倫
理
の
「
抽
象
性
」
へ
の
批
判
こ
そ
、
加
藤
に

と
っ
て
手
放
す
こ
と
の
出
来
な
い
批
評
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
加
藤
の
論
理
は
、
未
だ
当
事
者
性
論
の
限
界
を
乗

り
越
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
と
も
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
隣
人
と
の

関
係
が
毀
損
さ
れ
得
る
こ
と
自
体
を
、
そ
の
関
係
の
持
つ
固
有
性
の
顕
現

と
見
な
し
、
そ
の
固
有
性
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
失
調
を
克

服
す
る
、
と
い
う
議
論
は
、
き
わ
め
て
示
唆
的
な
が
ら
も
明
ら
か
に
撞
着

的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。「
赤
面
す
る
よ
う
に
」「
暖
か
い
」「
毀
損
」

の
感
覚
も
ま
た
、「
抽
象
的
」
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
媒
介
さ
れ
て
主
体
に

も
た
ら
さ
れ
る
「
関
係
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
「
関
係
」
の
失
調
こ
そ

が
問
題
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
　
　

４　

主
体
の
「
死
」
と
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」

　

本
稿
に
お
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
直
後
に
斎
藤
環
が
語
っ
た
「
言

葉
」
の
失
調
と
そ
の
回
復
へ
の
希
望
に
つ
い
て
、「
文
学
」
と
「
現
実
」

と
の
関
わ
り
を
巡
る
批
評
史
的
文
脈
を
確
認
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
、
そ

の
後
の
言
説
状
況
の
中
で
、
当
事
者
性
を
巡
る
倫
理
的
抑
圧
と
し
て
「
言

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡

12 －－（113）

葉
」
の
失
調
が
生
じ
た
様
相
を
、
佐
々
木
俊
尚
、
加
藤
典
洋
の
二
人
の
批

評
テ
ク
ス
ト
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。「
風
俗
小
説
」
論
か
ら
ポ
ス
ト

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
に
関
す
る
議
論
に
至
る
ま
で
、
戦
後
日
本
の
文
芸
批
評

を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
と
重
な
り
あ
い
な
が
ら
生
じ
た
そ
の
失
調
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
支
え
る
象
徴
的
秩
序
の
臨
界
と
し
て
現
れ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

戦
後
詩
を
巡
る
酒
井
直
樹
の
次
の
よ
う
な
考
察
は
、
こ
う
し
た
事
態
を

理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
補
助
線
を
提
示
し
て
い
る
。
戦
後
詩
に
お
け
る

「
死
」が「
共
同
的
表
象
」に
も
た
ら
す
批
評
的
な
契
機
を
二
点
に
わ
た
っ

て
指
摘
し
よ
う
と
す
る
酒
井
は
、「
死
」
の
表
象
不
可
能
性
、
表
象
に
対

す
る
絶
対
的
な
他
者
性
に
つ
い
て
触
れ
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

第
二
に
、
そ
れ
は
共
同
的
表
象
の
作
用
の
基
本
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
危ク
リ
テ
ィ
カ
ル

機
的
で
あ
る
。
発
話
行
為
の
主
体

と
被
発
話
態
の
主
語
の
分
裂
は
、
主
体
の
死
を
も
意
味
す
る
の
だ

が
、
こ
れ
ま
で
私
が
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
自
ら

を
主
体
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
基
本
原
理
な
の
で
あ

る
。だ
か
ら
死
は
二
つ
の
事
実
を
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
共
同
的
表
象
体
系
が
そ
も
そ
も
機
能
す
る
た
め
に
、
当
然

そ
れ
は
一
方
で
分
裂
を
招
来
し
、
発
話
行
為
の
主
体
を
表
現
の
中
か

ら
排
除
す
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
体
系
の
な
か
で
確
定
さ
れ
た
主
体
の

位
置
と
自
分
自
身
と
を
誰
も
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

他
方
、
そ
の
体
系
の
本
来
性
そ
の
も
の
は
、
発
話
行
為
の
主
体
と
被

発
話
態
の
主
語
の
間
に
想
像
上
の
対
応
関
係
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ

が
十
全
な
（adequete

）
対
応
関
係
と
思
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
と
、
主
体
は
常
に
い
わ
ば
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
し
か
定
立
さ

れ
な
い
と
い
う
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
依
拠
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
意
味
で
の
十
全
性
は
、
言
表
の
際
に
必

然
的
に
生
ず
る
損
失
、
消
失
お
よ
び
死
が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
限
り
で

認
め
ら
れ
得
る
だ
け
の
も
の
な
の
だ
。（
24
）

　

「
共
同
的
表
象
体
系
」
に
お
け
る
「
発
話
行
為
の
主
体
と
被
発
話
態
の

主
語
」
と
の
「
対
応
関
係
」、
つ
ま
り
主
体
の
定
立
に
か
か
わ
る
「
言
表
」

に
、
常
に
「
損
失
、
消
失
お
よ
び
死
」
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
酒

井
の
主
張
を
、
本
稿
の
文
脈
に
置
き
直
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
真
正
な
当

事
者
性
を
記
述
す
る
こ
と
は
つ
い
に
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
示
唆
と
し

て
理
解
し
得
る
。
酒
井
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
主
体
の
「
死
」
を
隠
蔽
す

る
ウ
ェ
ル
メ
イ
ド
な
物
語
は
、
現
存
の
共
同
体
の
「
合エ
コ
ノ
ミ
ー

理
性
」
に
奉
仕
す

る
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
体
の
「
死
」
の
介
在

こ
そ
が
、
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
の
条
件
な
の
だ
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ

う
か
（
25
）。

　

得
意
の
エ
ロ
グ
ロ
・
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
体
裁
の
中
に
、
川
上
弘

美
、
宮
崎
駿
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
て
「
未
来
の
死
者
」
へ
の
応
答
不
可

能
性
の
問
題
を
論
じ
る「
震
災
文
学
論
」を
挟
み
込
ん
だ
高
橋
源
一
郎「
恋

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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す
る
原
発
」（『
群
像
』
二
〇
一
一
・
一
一
、
後
に
『
恋
す
る
原
発
』
講
談
社
、

二
〇
一
一
・
一
一
）
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
二
〇
一
一
年
三
月
以
降
の
加

藤
の
批
評
的
営
為
と
、
問
題
意
識
を
か
な
り
の
範
囲
に
お
い
て
共
有
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
高
橋
は
、「
言
葉
」
の
失
調
か
ら
回
復

す
る
た
め
に
「
暖
か
い
」「
関
係
」
の
「
固
有
性
」
を
奪
還
し
よ
う
と
は

し
な
い
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
国
際
赤
十
字
の
車
が
進
ん
で
来
る
の
が
見
え

た
。
車
は
止
ま
り
、
知
ら
な
い
男
が
、
社
長
に
い
っ
た
。

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
？
」

「
…
…
通
り
す
が
り
…
…
」

「
関
係
な
い
や
つ
は
さ
っ
さ
と
出
て
行
け
！
」

「
…
…
ど
う
行
け
ば
…
…
」

「
あ
っ
ち
！
」

　

社
長
は
、
赤
十
字
の
男
が
指
さ
す
方
向
に
走
っ
た
。
そ
し
て
思
っ

た
。
お
れ
、
関
係
な
い
や
つ
だ
っ
た
の
か
‼

　

作
家
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ら
、
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
写
真
家

な
ら
、
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き
た
。
テ
レ
ビ
局
の
ク
ル
ー
な
ら

ヴ
ィ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
回
す
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
社
長
は
、
な
ん

の
関
係
も
な
い
若
い
日
本
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
26
）

　

今
は
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
制
作
会
社
の
社
長
に
納
ま
っ
て
い
る
男
の
原

風
景
と
も
言
え
る
経
験
が
回
想
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
ベ
イ
ル
ー
ト
に
い

て
「
あ
る
こ
と
」
を
し
て
い
た
彼
は
、
そ
こ
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
イ

ス
ラ
エ
ル
軍
の
制
圧
下
に
あ
っ
た
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
さ
ま
よ
い
出
る
。
そ

こ
は
、
恐
ろ
し
い
数
の
死
体
が
あ
ち
こ
ち
に
転
が
る
地
獄
の
よ
う
な
場
所

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
こ
か
ら
す
ら
も「
な
ん
の
関
係
も
な
い
奴
」

と
し
て
は
じ
き
出
さ
れ
る
。
地
獄
は
彼
に
意
味
を
も
た
ら
さ
な
い
。
彼
は

食
事
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
殆
ど
死
ん
だ
よ
う
に
な
っ
て
道
ば

た
に
転
が
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
を
全
く
の
死
体
と
み
な
し
た
女
が
、
彼
の

目
の
前
で
排
泄
を
す
る
。
そ
れ
に
異
様
な
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
た
彼
は
、
生

気
を
取
り
戻
し
、
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
会
社
の
社
長
に
な
っ
た
現
在
ま

で
、
熱
烈
な
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
の
信
奉
者
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
「
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
」
が
、
文
学
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
誰

の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。「
あ
る
こ
と
」
か
ら
も
難
民
キ
ャ
ン
プ
か
ら

も
「
関
係
な
い
や
つ
」
と
し
て
は
じ
き
出
さ
れ
、
当
事
者
的
な
主
体
が
死

に
絶
え
た
場
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
排
泄
物
＝
「
言
葉
」
に
は
、
何
の

意
味
も
充
填
さ
れ
得
ず
、
そ
こ
に
宛
先
が
あ
ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
の

受
取
人
に
な
る
こ
と
で
、
彼
は
「
地
獄
」
か
ら
抜
け
出
る
の
だ
。
そ
の
行

き
先
が
、
理
想
的
な
「
天
国
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、ま
た
異
な
る
「
地

獄
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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注（
１
）　

斎
藤
環
、
岩
波
書
店
ウ
ェ
ブ
連
載
「
３
・
１
１
を
心
に
刻
ん
で
」

（http://w
w
w
.iw
anam

i.co.jp/311/

、
二
〇
一
一
・
五
・
一
一
更
新
、

後
に
岩
波
書
店
編
集
部
編
『
３
・
１
１
を
心
に
刻
ん
で
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
・
三
）

（
２
）
大
塚
英
志
「
神
戸
震
災
文
学
論
」（「
蜂
蜜
パ
イ
の
よ
う
に
甘
い
「
お

話
」
を
け
れ
ど
も
今
は
肯
定
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
―
村
上

春
樹
と
車
谷
長
吉
」と
し
て『
文
学
界
』、
二
〇
〇
〇
・
八
、
後
に
大
塚『
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
文
学
論
』、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
・
二
）

（
３
）
斎
藤
環
「
言
葉
・
空
間
・
祈
り
」（「
震
災
と
文
学
３　

言
葉
・
空

間
・
祈
り
」
と
し
て
『
小
説
ト
リ
ッ
パ
ー
』
二
〇
〇
六
年
秋
季
号
、
改
稿

の
後
斎
藤
『
文
学
の
断
層　

セ
カ
イ
・
震
災
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
』、
朝
日

新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
・
七
）

（
４
）
無
論
、
こ
う
し
た
見
立
て
の
背
景
に
は
、
中
村
光
夫
『
風
俗
小
説

論
』（
一
九
五
〇
・
六
）
が
あ
る
。

（
５
）
ツ
ェ
ラ
ン
と
ア
ド
ル
ノ
と
が
持
っ
た
文
学
史
的
な
接
点
に
つ
い
て

は
、
関
口
裕
昭
『
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
と
ユ
ダ
ヤ
の
傷　

―
《
間
テ
ク
ス

ト
性
》
研
究
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
・
七
）
参
照
。

（
６
）
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」（Engagem

ent

、

初
出
一
九
六
二
・
三
、
引
用
は
三
光
長
治
ほ
か
訳『
ア
ド
ル
ノ　

文
学
ノ
ー

ト
２
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
・
九
）

（
７
）
こ
う
の
史
代
「
外
側
の
人
へ
」（
前
掲
岩
波
書
店
編
集
部
編
『
３
・

１
１
を
心
に
刻
ん
で
』）

（
８
）
原
爆
の
記
憶
と
そ
の
継
承
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
う
の
の
代
表
作

『
夕
凪
の
国　

桜
の
街
』（
双
葉
社
、
二
〇
〇
四
・
一
〇
）
に
つ
い
て
、
そ

の
〈
被
爆
〉
表
象
の
ナ
イ
ー
ブ
な
受
容
の
あ
り
方
を
指
摘
す
る
川
口
隆
行

「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
漫
画
、
甦
る
原
爆
の
記
憶
―
こ
う
の
史
代
『
夕
凪

の
街　

桜
の
国
』
試
論
―
」（『
原
爆
文
学
研
究
』、
二
〇
〇
五
・
八
）
は
、

既
に
符
牒
と
化
し
た
、
語
り
得
ぬ
〈
ト
ラ
ウ
マ
〉
の
類
型
的
な
表
象
が
脱

歴
史
的
な
記
憶
の
再
編
に
加
担
す
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

（
９
）https://tw

itter.com
/am
aotom

/status/2418582530913894

40

。な
お
、ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
名
は
引
用
の
趣
旨
に
即
し
て
伏
せ
た
。

（
10
）
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル　

大
震
災
特
別

講
義　

私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
の
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
・
五
）

（
11
）
こ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
ジ
モ
ト
」
に
新
た
な
共
同
体
の
可

能
性
を
見
よ
う
と
す
る
鈴
木
謙
介
は
、
震
災
後
の
社
会
に
つ
い
て
も
同
様

の
見
通
し
を
語
り
続
け
て
い
る
（
鈴
木
謙
介
「
ジ
モ
ト
、
ナ
ナ
メ
の
関

係
、
趣
味
縁
…
「
承
認
の
共
同
体
」
か
ら
生
ま
れ
る
、
若
者
に
よ
る
民
主

主
義
」、
河
合
塾
編
『
ポ
ス
ト
３
・
１
１　

変
わ
る
学
問　

気
鋭
大
学
人
か

ら
の
警
鐘
』、
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
二
・
三
）。

（
12
）
宇
野
常
寛
『
ゼ
ロ
年
代
の
想
像
力
』（
早
川
書
房
、

二
〇
〇
八
・
七
）

（
13
）「
当
事
者
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

agent

、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ーagency

の
訳
語
と
し
て
「
あ
る
現
象
に
つ

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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す
る
原
発
」（『
群
像
』
二
〇
一
一
・
一
一
、
後
に
『
恋
す
る
原
発
』
講
談
社
、

二
〇
一
一
・
一
一
）
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
二
〇
一
一
年
三
月
以
降
の
加

藤
の
批
評
的
営
為
と
、
問
題
意
識
を
か
な
り
の
範
囲
に
お
い
て
共
有
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
高
橋
は
、「
言
葉
」
の
失
調
か
ら
回
復

す
る
た
め
に
「
暖
か
い
」「
関
係
」
の
「
固
有
性
」
を
奪
還
し
よ
う
と
は

し
な
い
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
国
際
赤
十
字
の
車
が
進
ん
で
来
る
の
が
見
え

た
。
車
は
止
ま
り
、
知
ら
な
い
男
が
、
社
長
に
い
っ
た
。

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
？
」

「
…
…
通
り
す
が
り
…
…
」

「
関
係
な
い
や
つ
は
さ
っ
さ
と
出
て
行
け
！
」

「
…
…
ど
う
行
け
ば
…
…
」

「
あ
っ
ち
！
」

　

社
長
は
、
赤
十
字
の
男
が
指
さ
す
方
向
に
走
っ
た
。
そ
し
て
思
っ

た
。
お
れ
、
関
係
な
い
や
つ
だ
っ
た
の
か
‼

　

作
家
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ら
、
書
く
こ
と
が
で
き
た
。
写
真
家

な
ら
、
写
真
を
撮
る
こ
と
が
で
き
た
。
テ
レ
ビ
局
の
ク
ル
ー
な
ら

ヴ
ィ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
回
す
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
、
社
長
は
、
な
ん

の
関
係
も
な
い
若
い
日
本
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。（
26
）

　

今
は
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
制
作
会
社
の
社
長
に
納
ま
っ
て
い
る
男
の
原

風
景
と
も
言
え
る
経
験
が
回
想
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
ベ
イ
ル
ー
ト
に
い

て
「
あ
る
こ
と
」
を
し
て
い
た
彼
は
、
そ
こ
に
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
イ

ス
ラ
エ
ル
軍
の
制
圧
下
に
あ
っ
た
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
さ
ま
よ
い
出
る
。
そ

こ
は
、
恐
ろ
し
い
数
の
死
体
が
あ
ち
こ
ち
に
転
が
る
地
獄
の
よ
う
な
場
所

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
そ
こ
か
ら
す
ら
も「
な
ん
の
関
係
も
な
い
奴
」

と
し
て
は
じ
き
出
さ
れ
る
。
地
獄
は
彼
に
意
味
を
も
た
ら
さ
な
い
。
彼
は

食
事
を
と
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
り
、
殆
ど
死
ん
だ
よ
う
に
な
っ
て
道
ば

た
に
転
が
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
を
全
く
の
死
体
と
み
な
し
た
女
が
、
彼
の

目
の
前
で
排
泄
を
す
る
。
そ
れ
に
異
様
な
食
欲
を
そ
そ
ら
れ
た
彼
は
、
生

気
を
取
り
戻
し
、
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
会
社
の
社
長
に
な
っ
た
現
在
ま

で
、
熱
烈
な
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
の
信
奉
者
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

　

こ
こ
で
の
「
ア
ダ
ル
ト
ヴ
ィ
デ
オ
」
が
、
文
学
の
喩
で
あ
る
こ
と
は
誰

の
目
に
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。「
あ
る
こ
と
」
か
ら
も
難
民
キ
ャ
ン
プ
か
ら

も
「
関
係
な
い
や
つ
」
と
し
て
は
じ
き
出
さ
れ
、
当
事
者
的
な
主
体
が
死

に
絶
え
た
場
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
排
泄
物
＝
「
言
葉
」
に
は
、
何
の

意
味
も
充
填
さ
れ
得
ず
、
そ
こ
に
宛
先
が
あ
ら
か
じ
め
書
き
込
ま
れ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
の

受
取
人
に
な
る
こ
と
で
、
彼
は
「
地
獄
」
か
ら
抜
け
出
る
の
だ
。
そ
の
行

き
先
が
、
理
想
的
な
「
天
国
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、ま
た
異
な
る
「
地

獄
」
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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注（
１
）　

斎
藤
環
、
岩
波
書
店
ウ
ェ
ブ
連
載
「
３
・
１
１
を
心
に
刻
ん
で
」

（http://w
w
w
.iw
anam

i.co.jp/311/

、
二
〇
一
一
・
五
・
一
一
更
新
、

後
に
岩
波
書
店
編
集
部
編
『
３
・
１
１
を
心
に
刻
ん
で
』、
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
・
三
）

（
２
）
大
塚
英
志
「
神
戸
震
災
文
学
論
」（「
蜂
蜜
パ
イ
の
よ
う
に
甘
い
「
お

話
」
を
け
れ
ど
も
今
は
肯
定
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
―
村
上

春
樹
と
車
谷
長
吉
」と
し
て『
文
学
界
』、
二
〇
〇
〇
・
八
、
後
に
大
塚『
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
文
学
論
』、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
四
・
二
）

（
３
）
斎
藤
環
「
言
葉
・
空
間
・
祈
り
」（「
震
災
と
文
学
３　

言
葉
・
空

間
・
祈
り
」
と
し
て
『
小
説
ト
リ
ッ
パ
ー
』
二
〇
〇
六
年
秋
季
号
、
改
稿

の
後
斎
藤
『
文
学
の
断
層　

セ
カ
イ
・
震
災
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
』、
朝
日

新
聞
出
版
、
二
〇
〇
八
・
七
）

（
４
）
無
論
、
こ
う
し
た
見
立
て
の
背
景
に
は
、
中
村
光
夫
『
風
俗
小
説

論
』（
一
九
五
〇
・
六
）
が
あ
る
。

（
５
）
ツ
ェ
ラ
ン
と
ア
ド
ル
ノ
と
が
持
っ
た
文
学
史
的
な
接
点
に
つ
い
て

は
、
関
口
裕
昭
『
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
と
ユ
ダ
ヤ
の
傷　

―
《
間
テ
ク
ス

ト
性
》
研
究
』（
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
・
七
）
参
照
。

（
６
）
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」（Engagem

ent

、

初
出
一
九
六
二
・
三
、
引
用
は
三
光
長
治
ほ
か
訳『
ア
ド
ル
ノ　

文
学
ノ
ー

ト
２
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
九
・
九
）

（
７
）
こ
う
の
史
代
「
外
側
の
人
へ
」（
前
掲
岩
波
書
店
編
集
部
編
『
３
・

１
１
を
心
に
刻
ん
で
』）

（
８
）
原
爆
の
記
憶
と
そ
の
継
承
を
テ
ー
マ
に
し
た
こ
う
の
の
代
表
作

『
夕
凪
の
国　

桜
の
街
』（
双
葉
社
、
二
〇
〇
四
・
一
〇
）
に
つ
い
て
、
そ

の
〈
被
爆
〉
表
象
の
ナ
イ
ー
ブ
な
受
容
の
あ
り
方
を
指
摘
す
る
川
口
隆
行

「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
漫
画
、
甦
る
原
爆
の
記
憶
―
こ
う
の
史
代
『
夕
凪

の
街　

桜
の
国
』
試
論
―
」（『
原
爆
文
学
研
究
』、
二
〇
〇
五
・
八
）
は
、

既
に
符
牒
と
化
し
た
、
語
り
得
ぬ
〈
ト
ラ
ウ
マ
〉
の
類
型
的
な
表
象
が
脱

歴
史
的
な
記
憶
の
再
編
に
加
担
す
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。

（
９
）https://tw

itter.com
/am
aotom

/status/2418582530913894

40

。な
お
、ツ
イ
ッ
タ
ー
ア
カ
ウ
ン
ト
名
は
引
用
の
趣
旨
に
即
し
て
伏
せ
た
。

（
10
）
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
『
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル　

大
震
災
特
別

講
義　

私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
の
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二
〇
一
一
・
五
）

（
11
）
こ
う
い
っ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
「
ジ
モ
ト
」
に
新
た
な
共
同
体
の
可

能
性
を
見
よ
う
と
す
る
鈴
木
謙
介
は
、
震
災
後
の
社
会
に
つ
い
て
も
同
様

の
見
通
し
を
語
り
続
け
て
い
る
（
鈴
木
謙
介
「
ジ
モ
ト
、
ナ
ナ
メ
の
関

係
、
趣
味
縁
…
「
承
認
の
共
同
体
」
か
ら
生
ま
れ
る
、
若
者
に
よ
る
民
主

主
義
」、
河
合
塾
編
『
ポ
ス
ト
３
・
１
１　

変
わ
る
学
問　

気
鋭
大
学
人
か

ら
の
警
鐘
』、
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
二
・
三
）。

（
12
）
宇
野
常
寛
『
ゼ
ロ
年
代
の
想
像
力
』（
早
川
書
房
、

二
〇
〇
八
・
七
）

（
13
）「
当
事
者
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト

agent

、
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ーagency

の
訳
語
と
し
て
「
あ
る
現
象
に
つ

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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い
て
関
わ
り
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
主
体
の
あ
り
方
、
そ
の

主
体
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
「
当
事
者
主
体
」

等
と
し
てsubject

あ
る
い
はsubjectivity

の
意
を
含
ん
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ーstake 

holder

、
利
害
関
係
者
の
意
味
を
も
そ
こ
に
加
え
て
込
め
た
い
。
こ
れ

は
、
後
に
引
用
す
る
佐
々
木
俊
尚
の
用
語
法
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
こ
う
し
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
存
在
は
、
こ
れ
に
続
く
部
分
で
（
そ
れ

と
は
明
示
さ
れ
ず
に
）
引
用
さ
れ
る
村
上
春
樹
の
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
解

釈
に
お
い
て
類
型
的
に
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
解
釈
と
戦
後

文
芸
批
評
史
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ポ
ス
ト
六
〇
年
代
作
家
と

し
て
の
村
上
春
樹　

―
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
試
論
―
」（『
日

本
文
芸
論
稿
』、
二
〇
一
一
・
一
）
参
照
。

（
15
）
笠
井
潔
「
社
会
領
域
の
消
失
と
『
セ
カ
イ
』
の
構
造
」（『
小
説
ト

リ
ッ
パ
ー
』
二
〇
〇
五
年
春
季
号
、
後
に
『
探
偵
小
説
は
「
セ
カ
イ
」
と

遭
遇
し
た
』、
南
雲
堂
、
二
〇
〇
八
・
一
一
）

（
16
）
一
九
六
〇
年
代
の
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
お
い
て
「
文
学
」

の
外
部
を
巡
る
問
い
が
広
く
共
有
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
一
九
六
〇
年
代
日
本
浪
漫
主
義
文
学
論
の
た
め
に
」（『
山
形
短
期
大
学

紀
要
』、
二
〇
〇
八
・
三
）
を
参
照
。

（
17
）
前
掲
佐
々
木
『「
当
事
者
」
の
時
代
』

（
18
）
前
掲
佐
々
木
『「
当
事
者
」
の
時
代
』

（
19
）
加
藤
典
洋
「
死
に
神
に
突
き
飛
ば
さ
れ
る
―
フ
ク
シ
マ
・
ダ
イ
イ

チ
と
私
」（『
一
冊
の
本
』
二
〇
一
一
・
五
、
後
に
加
藤
『
３
．
１
１　

死

に
神
に
突
き
飛
ば
さ
れ
る
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
・
一
一
）

（
20
）
加
藤
典
洋
「
戦
後
思
想　

そ
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
側
面
」

（
山
口
県
立
大
学
講
演
二
〇
一
二
・
三
・
四
、『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』

二
〇
一
二
・
三
、
後
に
加
藤
『
ふ
た
つ
の
講
演　

戦
後
思
想
の
射
程
に
つ

い
て
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
・
一
）

（
21
）
加
藤
典
洋
「
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

三
・
一
一
以

後
を
ど
う
捉
え
る
か
」（
東
京
工
業
大
学
「
人
間
学
講
座
」
講
演

二
〇
一
二
・
五
・
一
四
及
び
五
・
二
八
、「
三
・
一
一
以
後
を
考
え
る　

―
戦

後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

第
一
日
目　

三
・
一
一
以
降
を
ど
う
捉
え

る
か
」『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』
二
〇
一
二
・
五
及
び
「
三
・
一
一
以
後
を
考

え
る　

―
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性
そ
の
２
」『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』

二
〇
一
二
・
六
、
後
に
前
掲
加
藤
『
ふ
た
つ
の
講
演　

戦
後
思
想
の
射
程

に
つ
い
て
』）

（
22
）
こ
う
し
た
核
を
巡
る
想
像
力
が
、
晩
年
の
三
島
由
紀
夫
に
お
け

る
「
知
的
概
観
的
」
世
界
観
及
び
文
化
論
の
中
核
を
な
し
て
い
た
こ
と

は
、
柳
瀬
善
治
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。
柳
瀬
『
三
島
由
紀
夫
研

究　

「
知
的
概
観
的
な
時
代
」
の
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
』（
創
言
社
、

二
〇
一
〇
・
九
）、
柳
瀬
「「
知
的
概
観
的
な
時
代
」
の
「
表
現
行
為
」
に

つ
い
て
―
三
島
由
紀
夫
を
視
座
と
し
て
「
加
害
」
と
「
被
害
」
を
考
え
る
」

（『
原
爆
文
学
研
究
』、
二
〇
一
〇
・
一
二
）
な
ど
を
参
照
。

（
23
）
前
掲
加
藤
「
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

三
・
一
一
以
後
を

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
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ど
う
捉
え
る
か
」

（
24
）
酒
井
直
樹
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
死
と
詩
的
言
語
」（
テ
ツ
オ
・

ナ
ジ
タ
、
前
田
愛
、
神
島
二
郎
編
『
戦
後
日
本
の
精
神
史　

そ
の
再
検

討
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
・
一
二
、
後
に
酒
井
『
日
本
思
想
と
い
う
問

題　

翻
訳
と
主
体
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
・
三
）

（
25
）
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
阿
部
宏
慈
が
指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
表
象
の

「
傷
」
は
、「
必
要
性
」
や
「
意
味
」
に
よ
っ
て
は
覆
い
隠
す
こ
と
の
で

き
な
い
「
抵
抗
感
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
私
」

と
「
犠
牲
者
た
ち
」
と
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
「
私
」
の
当
事
者
性
の
消

去
、「
私
」
と
い
う
主
体
の
「
死
」
に
お
い
て
発
生
す
る
そ
の
表
象
の
「
傷
」

は
、
そ
れ
故
に
「
私
」
を
捉
え
て
離
す
こ
と
の
な
い
他
者
性
を
持
つ
。

第
二
の
破
局
、
そ
れ
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
大
量
虐
殺
を
指
す

の
で
す
が
、
そ
の
単
一
性
、
類
例
の
な
さ
は
、
他
と
の
比
較
を
拒
絶

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
た

う
え
で
、
な
お
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
生
き
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
不
安
、
そ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
主
張
も
単
な
る
お

し
ゃ
べ
り
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
主
張
は
犠
牲
者
た
ち

に
対
す
る
不
当
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
抵
抗
感
に
お
い
て
、
少
な
く

と
も
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
以
降
を
生
き
た
ひ
と
び
と
と
感
覚
を
共
有
す

る
部
分
が
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
震
災
と
そ
れ
に
踵
を
接
し
て
起
き
た
原
発
事
故
が
、

私
た
ち
を
、
い
や
あ
え
て
私
を
と
言
い
ま
し
ょ
う
、
あ
な
た
方
を
巻

き
込
む
必
要
は
な
い
、
私
を
軽
度
の
鬱
状
態
に
陥
れ
、
そ
こ
か
ら
ど

う
し
て
も
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
こ
こ
に
立
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
い
た
ず
ら
に
希
望
を
語

る
人
々
や
、
た
と
え
ば
被
災
地
の
子
供
た
ち
の
目
が
ど
れ
ほ
ど
き
ら

き
ら
と
輝
い
て
い
る
か
を
語
る
レ
ポ
ー
タ
ー
の
声
に
、
違
和
感
を
覚

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
記
録
す
る
こ
と
の

必
要
性
や
伝
え
る
こ
と
の
意
味
を
掲
げ
て
映
像
を
提
示
す
る
側
と
映

像
を
繰
り
返
し
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
私
た
ち
の
共
犯
関
係
に
も

結
び
つ
く
で
し
ょ
う
。
誰
が
一
体
、
こ
れ
ら
の
映
像
を
、
心
に
傷
を

負
う
こ
と
な
し
に
直
視
し
う
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
心
に

傷
を
負
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
映
像
を
繰
り
返
し
見
な
い
で
は

い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
映
像
は
そ
の
と
き
傷
と
し
て
現
れ
ま
す
。
触

れ
れ
ば
ひ
り
ひ
り
と
痛
む
傷
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
に
投
影
さ
れ
た
、

私
た
ち
の
内
な
る
傷
。

（
阿
部
宏
慈
「
傷
跡
の
彼
方
に
」、
今
福
龍
太
・
鵜
飼
哲
編
『
津
波

の
後
の
第
一
講
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・
二
）

（
26
）
前
掲
高
橋
「
恋
す
る
原
発
」

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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い
て
関
わ
り
を
持
つ
限
り
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
主
体
の
あ
り
方
、
そ
の

主
体
性
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て
「
当
事
者
主
体
」

等
と
し
てsubject

あ
る
い
はsubjectivity

の
意
を
含
ん
で
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ーstake 

holder

、
利
害
関
係
者
の
意
味
を
も
そ
こ
に
加
え
て
込
め
た
い
。
こ
れ

は
、
後
に
引
用
す
る
佐
々
木
俊
尚
の
用
語
法
に
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。

（
14
）
こ
う
し
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
存
在
は
、
こ
れ
に
続
く
部
分
で
（
そ
れ

と
は
明
示
さ
れ
ず
に
）
引
用
さ
れ
る
村
上
春
樹
の
最
初
期
の
テ
ク
ス
ト
解

釈
に
お
い
て
類
型
的
に
指
摘
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
解
釈
と
戦
後

文
芸
批
評
史
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ポ
ス
ト
六
〇
年
代
作
家
と

し
て
の
村
上
春
樹　

―
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
試
論
―
」（『
日

本
文
芸
論
稿
』、
二
〇
一
一
・
一
）
参
照
。

（
15
）
笠
井
潔
「
社
会
領
域
の
消
失
と
『
セ
カ
イ
』
の
構
造
」（『
小
説
ト

リ
ッ
パ
ー
』
二
〇
〇
五
年
春
季
号
、
後
に
『
探
偵
小
説
は
「
セ
カ
イ
」
と

遭
遇
し
た
』、
南
雲
堂
、
二
〇
〇
八
・
一
一
）

（
16
）
一
九
六
〇
年
代
の
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
お
い
て
「
文
学
」

の
外
部
を
巡
る
問
い
が
広
く
共
有
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
一
九
六
〇
年
代
日
本
浪
漫
主
義
文
学
論
の
た
め
に
」（『
山
形
短
期
大
学

紀
要
』、
二
〇
〇
八
・
三
）
を
参
照
。

（
17
）
前
掲
佐
々
木
『「
当
事
者
」
の
時
代
』

（
18
）
前
掲
佐
々
木
『「
当
事
者
」
の
時
代
』

（
19
）
加
藤
典
洋
「
死
に
神
に
突
き
飛
ば
さ
れ
る
―
フ
ク
シ
マ
・
ダ
イ
イ

チ
と
私
」（『
一
冊
の
本
』
二
〇
一
一
・
五
、
後
に
加
藤
『
３
．
１
１　

死

に
神
に
突
き
飛
ば
さ
れ
る
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
・
一
一
）

（
20
）
加
藤
典
洋
「
戦
後
思
想　

そ
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
側
面
」

（
山
口
県
立
大
学
講
演
二
〇
一
二
・
三
・
四
、『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』

二
〇
一
二
・
三
、
後
に
加
藤
『
ふ
た
つ
の
講
演　

戦
後
思
想
の
射
程
に
つ

い
て
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
・
一
）

（
21
）
加
藤
典
洋
「
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

三
・
一
一
以

後
を
ど
う
捉
え
る
か
」（
東
京
工
業
大
学
「
人
間
学
講
座
」
講
演

二
〇
一
二
・
五
・
一
四
及
び
五
・
二
八
、「
三
・
一
一
以
後
を
考
え
る　

―
戦

後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

第
一
日
目　

三
・
一
一
以
降
を
ど
う
捉
え

る
か
」『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』
二
〇
一
二
・
五
及
び
「
三
・
一
一
以
後
を
考

え
る　

―
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性
そ
の
２
」『
加
藤
ゼ
ミ
ノ
ー
ト
』

二
〇
一
二
・
六
、
後
に
前
掲
加
藤
『
ふ
た
つ
の
講
演　

戦
後
思
想
の
射
程

に
つ
い
て
』）

（
22
）
こ
う
し
た
核
を
巡
る
想
像
力
が
、
晩
年
の
三
島
由
紀
夫
に
お
け

る
「
知
的
概
観
的
」
世
界
観
及
び
文
化
論
の
中
核
を
な
し
て
い
た
こ
と

は
、
柳
瀬
善
治
が
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。
柳
瀬
『
三
島
由
紀
夫
研

究　

「
知
的
概
観
的
な
時
代
」
の
ザ
イ
ン
と
ゾ
ル
レ
ン
』（
創
言
社
、

二
〇
一
〇
・
九
）、
柳
瀬
「「
知
的
概
観
的
な
時
代
」
の
「
表
現
行
為
」
に

つ
い
て
―
三
島
由
紀
夫
を
視
座
と
し
て
「
加
害
」
と
「
被
害
」
を
考
え
る
」

（『
原
爆
文
学
研
究
』、
二
〇
一
〇
・
一
二
）
な
ど
を
参
照
。

（
23
）
前
掲
加
藤
「
戦
後
、
リ
ス
ク
近
代
、
有
限
性　

三
・
一
一
以
後
を

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
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ど
う
捉
え
る
か
」

（
24
）
酒
井
直
樹
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
死
と
詩
的
言
語
」（
テ
ツ
オ
・

ナ
ジ
タ
、
前
田
愛
、
神
島
二
郎
編
『
戦
後
日
本
の
精
神
史　

そ
の
再
検

討
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
・
一
二
、
後
に
酒
井
『
日
本
思
想
と
い
う
問

題　

翻
訳
と
主
体
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
・
三
）

（
25
）
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
阿
部
宏
慈
が
指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
表
象
の

「
傷
」
は
、「
必
要
性
」
や
「
意
味
」
に
よ
っ
て
は
覆
い
隠
す
こ
と
の
で

き
な
い
「
抵
抗
感
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
私
」

と
「
犠
牲
者
た
ち
」
と
の
関
わ
り
、
す
な
わ
ち
「
私
」
の
当
事
者
性
の
消

去
、「
私
」
と
い
う
主
体
の
「
死
」
に
お
い
て
発
生
す
る
そ
の
表
象
の
「
傷
」

は
、
そ
れ
故
に
「
私
」
を
捉
え
て
離
す
こ
と
の
な
い
他
者
性
を
持
つ
。

第
二
の
破
局
、
そ
れ
は
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
の
大
量
虐
殺
を
指
す

の
で
す
が
、
そ
の
単
一
性
、
類
例
の
な
さ
は
、
他
と
の
比
較
を
拒
絶

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
た

う
え
で
、
な
お
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
生
き
て
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

の
不
安
、
そ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
ど
ん
な
主
張
も
単
な
る
お

し
ゃ
べ
り
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
主
張
は
犠
牲
者
た
ち

に
対
す
る
不
当
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
抵
抗
感
に
お
い
て
、
少
な
く

と
も
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
以
降
を
生
き
た
ひ
と
び
と
と
感
覚
を
共
有
す

る
部
分
が
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
す
。

　

そ
れ
は
、
震
災
と
そ
れ
に
踵
を
接
し
て
起
き
た
原
発
事
故
が
、

私
た
ち
を
、
い
や
あ
え
て
私
を
と
言
い
ま
し
ょ
う
、
あ
な
た
方
を
巻

き
込
む
必
要
は
な
い
、
私
を
軽
度
の
鬱
状
態
に
陥
れ
、
そ
こ
か
ら
ど

う
し
て
も
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
こ
こ
に
立
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
い
た
ず
ら
に
希
望
を
語

る
人
々
や
、
た
と
え
ば
被
災
地
の
子
供
た
ち
の
目
が
ど
れ
ほ
ど
き
ら

き
ら
と
輝
い
て
い
る
か
を
語
る
レ
ポ
ー
タ
ー
の
声
に
、
違
和
感
を
覚

え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
記
録
す
る
こ
と
の

必
要
性
や
伝
え
る
こ
と
の
意
味
を
掲
げ
て
映
像
を
提
示
す
る
側
と
映

像
を
繰
り
返
し
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
私
た
ち
の
共
犯
関
係
に
も

結
び
つ
く
で
し
ょ
う
。
誰
が
一
体
、
こ
れ
ら
の
映
像
を
、
心
に
傷
を

負
う
こ
と
な
し
に
直
視
し
う
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
、
心
に

傷
を
負
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ら
の
映
像
を
繰
り
返
し
見
な
い
で
は

い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
映
像
は
そ
の
と
き
傷
と
し
て
現
れ
ま
す
。
触

れ
れ
ば
ひ
り
ひ
り
と
痛
む
傷
。
ス
ク
リ
ー
ン
の
上
に
投
影
さ
れ
た
、

私
た
ち
の
内
な
る
傷
。

（
阿
部
宏
慈
「
傷
跡
の
彼
方
に
」、
今
福
龍
太
・
鵜
飼
哲
編
『
津
波

の
後
の
第
一
講
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
・
二
）

（
26
）
前
掲
高
橋
「
恋
す
る
原
発
」

他
者
と
し
て
の
「
言
葉
」
―
―
森
岡
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‘Words’ with Alterity: A Preliminary Analysis of the Relationship
between Post-World War II Literary Criticism and Post-Quake Japan

MORIOKA Takashi

　In his discussion of the Great East Japan Earthquake of 2011, Tamaki Saito highlights the implications 

of what he terms ‘verbal ataxia.’ According to him, verbal ataxia is coterminous with various currents and 

trends of post-WWII Japanese literary criticism while, meanwhile, it has now emerged as the crux of the 

symbolic order that underlies human communication in post-quake Japan.  

　This paper has two aims. Firstly, to clarify the historical context behind a literary criticism where ‘lite-

rature’ and ‘reality’ are intertwined; secondly, to appraise verbal ataxia as an element that suppresses the 

human mind as a moral agent. The focus of my analysis is Genichiro Takahashi’s Koisuru Genpatsu, along 

with critiques by Toshinao Sasaki and Norihiro Kato.


