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〈
変
貌
〉
の
臨
界
点

―

安
部
公
房
『
壁
』
序
論―

一
、「
変
貌
」
の
未
来
可
能
性

　

安
部
公
房
を
「
変
貌
の
作
家
」
と
定
位
し
た
の
は
本
多
秋
五
で
あ
っ
た
。

　
　

 　

安
部
公
房
が
、
暗
鬱
な
哲
学
小
説
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
を
書
い
て
か
ら
、
わ
ず
か
三
年
の
間
に
、
文
体
手
法
と
も
に
ガ
ラ
リ
と
一
変
し
た
『
壁

斎　

藤　

朋　

誉

　

安
部
文
学
は
、「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」（
一
九
四
八
・
一
）
と
「
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」（
一
九
五
一
・
二
）
と
の
間
に
「
変へ

ん

貌ぼ
う

」
し
た
と
多
く

評
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
未み

来ら
い

」
へ
の
指
向
性
の
も
と
、
様
々
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、「
変
貌
」
は
、
極
め
て
恣
意
的
に
規
定
さ
れ
、

そ
の
輪
郭
を
安
定
さ
せ
な
い
様
子
で
あ
る
。
そ
の
趨
勢
を
精
査
し
て
ゆ
く

う
ち
に
見
え
て
来
る
の
は
、
変
貌
し
続
け
る
こ
と
に
意
味
を
持
つ
と
い
う

「
変
貌
」
の
自じ

律り
つ

的て
き

な
性せ

い

質し
つ

で
あ
る
。

　

も
は
や
一
つ
の
文
学
現
象
〈
変
貌
〉
と
言
い
得
る
そ
れ
は
、「
Ｓ
・
カ

ル
マ
氏
の
犯
罪
」
か
ら
発
生
し
、
徐
々
に
周
縁
作
品
を
巻
き
込
み
な
が
ら

そ
の
輪
郭
線
を
広
げ
、
最
終
的
に
『
壁か

べ

』（
一
九
五
一
・
五
）
へ
と
行
き
着

く
。

　

し
か
し
、『
壁
』
の
内
部
に
お
い
て
も
〈
変
貌
〉
は
、『
壁
』
に
収
め
ら

れ
た
諸
作
品
の
特
性
を
取
り
込
み
な
が
ら
一
体
化
を
果
た
し
、〈
変
貌
〉

し
続
け
る
可
能
性
を
帯
び
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。『
壁
』
を
構
成
す
る
諸し

ょ

作さ
く

品ひ
ん

間か
ん

の
相そ

う

互ご

的て
き

な
連れ

ん

関か
ん

に
よ
っ
て
、〈
変
貌
〉
は
無
限
に
〈
未
来
〉
へ
と

臨
界
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

論　

文　

要　

旨
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―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
へ
と
飛
躍
的
に
変
っ
て
行
っ
た
過
程
を
、
内
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
私
に
は
す
こ
ぶ
る
難
か
し
い
。

 

﹇
本
多
秋
五
「
変
貌
の
作
家
安
部
公
房
」（「
週
刊
読
書
人
」
一
九
六
二
・
一
〜
三
）﹈

　
「
変
貌
」
の
語
は
、
鳥
羽
耕
史
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」（「
近
代
文
学
」
一
九
五
一
・
二（

１
））
初
出
表
題
上
部
に
付
さ
れ
る
「
こ

の
二
百
余
枚
の
新
作
の
な
か
で
素
晴
ら
し
い
変
貌
を
と
げ
て
ゐ
る
」
と
い
う
「
予
告
」
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
、
こ
れ
が
、「
い
わ
ゆ
る
安
部
の
「
変
貌
」
の
物

語
の
起
源
を
な
し
て
お
り
、「
変
貌
の
作
家
」
と
し
て
安
部
を
規
定
し
た
本
多
秋
五
以
来
の
研
究
史
の
レ
ー
ル
を
誘
導
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る（
２
）」
も

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
変
貌
」
が
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
初
出
の
段
階
で
既
に
銘
打
た
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
評
価
が
一
九
六
二
年
の
本

多
の
言
葉
と
し
て
転
生
し（

３
）、
研
究
史
で
幾
度
と
な
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
安
部
公
房
文
学
に
お
い
て

不
変
の
価
値
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
変
貌
」
は
、
引
用
し
た
一
文
の
「
わ
ず
か
三
年
の
間
」
と
い
う
文
句
に
正
に
「
誘

導
」
さ
れ
て
、三
年
と
い
う
長
い
4

4

ス
パ
ン
の
中
で
恣
意
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、本
論
で
は
「
変
貌
」
を
め
ぐ
る
言
説
を
精
査
し
、「
変

貌
」
と
は
何
か
を
再
度
検
討
す
る
。

　

さ
て
、
過
去
か
ら
現
在―

す
な
わ
ち
敗
戦
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
安
部
公
房
文
学
の
意
義
を
信
じ
る
う
ち
の
一
人
に
、
戦
後
文
学
を
共
に
支
え
た
野
間

宏
が
い
る
。

　
　

 

安
部
公
房
が
若
し
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、と
い
う
こ
と
を
、私
は
時
々
考
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、私
は
そ
の
時
戦
後
の
日
本
文
学
は
は
た
し
て
何
処
へ
行
っ

た
ろ
う
か
と
そ
の
行
方
が
わ
か
ら
な
く
な
る
の
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
実
際
安
部
公
房
と
い
う
存
在
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
日
本
の
戦
後
の
文
学
は
た
ち
ま

ち
た
が
4

4

を
な
く
し
た
木
桶
の
よ
う
に
、ば
ら
ば
ら
に
な
り
と
け
て
四
散
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
る
。
／　
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」か
ら「
赤
い
繭
」「
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
へ
の
道
は
じ
つ
に
見
事
な
急
カ
ー
ブ
を
つ
く
っ
て
、
日
本
文
学
に
か
つ
て
な
か
っ
た
高
所
の
道
を
切
り
開
い
た（
４
）。

　

野
間
に
よ
る
評
価
は
、
戦
後
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
限
っ
た
影
響
関
係
の
範
疇
を
超
え
、
戦
後
か
ら
そ
の
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
近
代
文
学
へ
の
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通
路
と
し
て
の
意
義
に
ま
で
射
程
を
延
し
て
い
る
。
更
に
言
え
ば
、
戦
後
に
安
部
文
学
が
登
場
し
た
意
義
の
考
究
が
、
日
本
近
代
文
学
が
い
か
に
し
て
展
開
し

た
の
か
と
い
う
問
題
と
も
連
結
す
る
こ
と
や
、
安
部
文
学
の
意
義
考
究
か
ら
遡
上
し
て
、
戦
後
文
学
や
戦
後
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
の
意
義
考
究
ま
で
も
が
可
能
で

あ
る
こ
と
の
示
唆
と
し
て
も
受
取
れ
る
。
こ
こ
で
野
間
の
言
う
「
見
事
な
急
カ
ー
ブ
」
と
は
、
本
多
の
言
う
「
変
貌
」
の
別
様
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
「
急
カ
ー
ブ
」
と
表
現
さ
れ
る
「
変
貌
」
と
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
一
端
を
磯
田
光
一
の
安
部
に
対
す
る
評
価
は
垣
間
見
せ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

 「
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
た
無
機
物
へ
！
」
／　

こ
れ
は
『
壁
』
に
出
て
く
る
ポ
ス
タ
ー
に
書
か
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
安
部
公

房
氏
に
と
っ
て
「
成
熟
」
が
何
を
意
味
し
た
か
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。﹇
…
﹈
も
し
彼
に
成
熟
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
横
光
利
一
に
お

け
る
『
機
械
』
か
ら
『
旅
愁
』
へ
の
成
熟
で
は
な
く
、
逆
に
、『
旅
愁
』
か
ら
『
機
械
』
へ
向
か
っ
て
の
成
熟
以
外
に
あ
ろ
う
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
は
『
旅

愁
』
に
お
け
る
旅
行
者
の
定
住
希
求
か
ら
出
発
し
て
、『
機
械
』
に
お
け
る
可
変
的
空
間
の
意
味
を
確
認
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
開
か
れ
た
現
実
に
直
面

す
る
過
程
と
い
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い（
５
）。

　

磯
田
評
は
、
作
家
一
般
の
「
成
熟
」
を
、「
空
間
」
的
「
可
変
」
性
か
ら
「
時
間
的
持
続
性
」（「
定
住
」「
土
」「
農
耕
文
明
」「
血
」）
へ
の
到
達
で
あ
る
と

し
て
、具
体
例
に
横
光
利
一
の
「
機
械
」
か
ら
「
旅
愁
」
へ
の
道
程
を
挙
げ
、そ
の
上
で
安
部
文
学
の
「
成
熟
」
を
、「
旅
愁
」
的
な
処
女
作
『
無
名
詩
集
』（
自

費
出
版
、
一
九
四
七
・
五
）・
文
壇
処
女
作
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」（「
個
性
」
一
九
四
八
・
一
）
か
ら
「
機
械
」
的
な
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
へ
と
い
う

図
式
の
も
と
に
見
出
し
て
い
る
。
磯
田
の
示
す
「
成
熟
」
の
時
期
が
、
本
多
と
同
じ
く
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」
か
ら
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
ま
で
の
あ

い
だ
に
感
受
さ
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
「
成
熟
」
を
「
変
貌
」
と
置
き
換
え
て
も
不
都
合
の
な
い
こ
と
は
言
い
を
俟
つ
ま
い
。
ま
た
、
こ
の
安
部
の

「
成
熟
」
＝
「
変
貌
」
が
一
般
と
は
正
反
対
の
経
路
を
辿
る
理
由
は
、「「
土
」
と
「
血
」
と
が
、
も
は
や
形
骸
な
い
し
は
残
像
と
し
て
し
か
意
識
で
き
な
い
地

点
に
立
た
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
、
す
で
に
古
典
的
な
概
念
に
お
け
る
「
成
熟
」
は
意
味
を
な
さ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
様
子
か
ら
は
、

自
ず
と
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」
の
「
旅
は
歩
み
お
わ
つ
た
所
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
墓
と
手
を
結
ん
だ
生
誕
の
事
を
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
言
葉
、
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あ
る
い
は
安
部
文
学
を
形
容
す
る
際
に
多
く
用
い
ら
れ
る
「
故
郷
喪
失（

６
）」
と
い
う
戦
後
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
醸
す
言
葉
が
想
起
さ
れ
る
し
、「
成
熟
」
が
一
般
と

正
反
対
の
経
路
を
辿
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、安
部
文
学
が
既
成
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
印
象
を
齎
し
つ
つ
も
存
在
価
値
を
感
覚
さ
せ
る―

例
え
ば
「
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
芥
川
賞
受
賞
時
の
選
評
に
お
い
て
、
受
賞
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
賛
否
両
論
と
い
う
不
可
解
な
事
態
が
発
生
す
る
理
由
と
し
て
、
そ
れ
は

納
得
し
や
す
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
逆
転
的
「
成
熟
」
か
ら
な
る
新
た
な
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
様
相
は
、
野
間
の
言
う
安
部
文
学
不
在
に
よ
る
戦
後
文

学
・
近
代
文
学
発
展
の
不
可
能
性
と
も
符
合
す
る
評
価
と
言
え
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
「
成
熟
」
と
「
変
貌
」
は
置
換
可
能
な
も
の
と
言
い
う
る
わ
け
だ
が
、

な
に
よ
り
も
、
一
般
的
な
作
家
に
と
っ
て
の
「
成
熟
」
と
等
価
の
「
変
貌
」
が
、
文
壇
で
評
価
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
一
つ
の
出
発
点
た
る
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
に
お
い
て
現
象
し
て
い
る
な
ら
ば
、
野
間
評
か
ら
感
じ
取
り
う
る
可
能
性
よ
り
も
大
き
な
可
能
性
を
安
部
文
学
が
孕
む
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
の
可
能
性
を
信
じ
る
時
、
よ
り
一
層
「
変
貌
」
と
は
何
か
の
究
明
は
喫
緊
の
作
業
と
な
る
。
だ
が
現
状
と
し
て
、「
変
貌
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題

は
未
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

初
期
に
お
い
て
安
部
公
房
文
学
は
「
変
貌
」
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
多
く
は
「
変
貌
」
し
た
前
提
の
う
ち
に
任

意
の
研
究
対
象
が
論
じ
ら
れ
始
め
て
し
ま
う
。
ま
た
、
そ
の
内
実
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
も
「
変
貌
」
の
所
在
は
大
き
く
揺
ら
い
で
お
り
、
あ
る
論
者
は
「
変
貌
」

を
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
捉
え
、
あ
る
論
者
は
「
赤
い
繭
」
こ
そ
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
、
時
に
そ
れ
は
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
見
出
さ
れ
、
あ
る

論
者
は
「
変
貌
」
は
む
し
ろ
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
う
。
以
上
の
よ
う
な
混
淆
し
た
状
況
を
招
く
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、
ま
ず
「
変
貌
」
と
い
う
語
そ
の
も

の
の
も
つ
性
質
が
考
え
ら
れ
る
。「
変
貌
」
の
語
は
、
そ
の
意
味
の
持
つ
高
い
汎
用
性
に
よ
っ
て
、
文
学
研
究
と
い
う
行
為
に
お
い
て
分
析
の
対
象
と
な
る
あ

ら
ゆ
る
も
の
と
結
び
付
き
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
先
行
言
説
に
お
け
る
「
変
貌
」
論
の
あ
り
よ
う
を
把
捉
し
て
ゆ
く
際
に
は
、
作
者
的

位
相
・
読
者
的
位
相
・
書
誌
的
位
相
と
い
っ
た
変
域
を
設
け
な
が
ら
進
め
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
先
行
言
説
に
お
い
て
看
過
さ
れ
て

き
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
「
変
貌
」
と
は
何
か
を
規
定
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
の
過
程
で
徐
々
に
見
え
は
じ
め
る
の
が
、『
壁
』（
月
曜

書
房
、
一
九
五
一
・
五
・
二
八
）
と
い
う
書
物
の
存
在
で
あ
ろ
う
こ
と
を
先
ん
じ
て
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。
本
稿
は
、『
壁
』
の
た
め
の
序
論
と
し
て
在
る
。
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二
、
変
貌
を
繰
り
返
す
「
変
貌
」

　

奇
異
な
文
学
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
安
部
公
房
文
学
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
に
初
期
安
部
文
学
を
構
成
し
、
な
お
か
つ
「
変
貌
」
に
関
わ
る
も
の
と

し
て
多
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
実
存
主
義
・
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
鍵
語
の
中
に
、
実
は
同
時
代
に
お
い
て
不
自
然
な
も
の
は
一
つ
と

し
て
な
い
。
そ
の
中
で
、
む
し
ろ
同
時
代
を
象
徴
す
る
用
語
で
も
あ
る
そ
れ
ら
が
、
安
部
公
房
と
い
う
媒
体
を
通
じ
て
い
か
に
結
び
つ
い
た
の
か―

つ
ま
り
、

安
部
文
学
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
安
部
公
房
と
い
う
名
の
一
つ
の
戦
後
的
人
物
が
い
か
に
存
在
し
た
の
か
と
い
っ
た
形
で
作
家
論
的
に
考
察
が
進
め
ら
れ
る
場

合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
作
者
的
位
相
に
軸
を
置
く
研
究
の
最
た
る
も
の
と
し
て
高
野
斗
志
美
論（

７
）が
あ
る
。
高
野
論
は
、「『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』
か
ら
「
壁
」
に
い
た

る
系
譜
」
に
、「《
私
》
の
古
い
内
容
が
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
内
容
に
よ
っ
て
、
転
換
さ
れ
、
変
形
さ
れ
、
究
極
的
に
は
取
り
替
え
ら
れ
て
い

く
主
題
」
を
読
み
取
る
。「
戦
後
の
《
私
》」
の
「
無ニ
ヒ
ツ」
な
実
存
状
況
と
狂
気
的
な
現
実
認
識
が
、異
形
へ
の
変
身
を
導
き
出
し
、更
に
そ
の
変
形
の
拒
絶
に
よ
っ

て
「《
私
》」
が
刷
新
さ
れ
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
一
連
の
作
品
に
確
認
で
き
る
「
変
貌
」
を
、「
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
け
る
党
的
実
践
」
で
あ
っ
て
も
止
揚
不

可
能
な
も
の
を
探
る
〈
過
程
〉
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、「
赤
い
繭
」
や
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
に
見
易
い
共
産
主
義
へ
の
批
判

的
な
指
向
性
を
持
つ
表
現
は
そ
の
証
左
と
し
て
扱
わ
れ
、
ま
た
同
時
に
、
変
形
譚
の
導
入
も
一
つ
の
過
程
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
章
題
に
あ

ら
わ
さ
れ
る
と
お
り
「《
変
形
》
の
あ
と
」
に
こ
そ
安
部
文
学
の
眼
目
が
あ
る
と
し
て
、「
変
貌
」
を
戦
後
日
本
の
在
り
方
を
模
索
す
る
一
主
体
の
実
存
と
捉
え

る
点
に
高
野
論
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
「
変
貌
」
を
、
新
た
な
文
体
や
表
現
方
法
の
導
入
と
い
う
観
点
を
中
心
に
見
る
渡
辺
広
士
論（
８
）は
、
花
田
清
輝
を
は
じ
め
と
す
る
「
夜
の
会
」
周
辺
と
の
影
響

関
係
の
中
で
新
た
な
方
法
論
が
考
案
さ
れ
、
そ
れ
が
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
の
だ
と
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
新
た
な
方
法
論
の
正

体
を
、「
根
拠
を
奪
わ
れ
た
自
己
の
存
在
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
そ
れ
が
全
否
定
す
べ
き
世
界
と
し
て
の
場
と
そ
の
中
で
の
異
端
者
＝
自
己
と
を
同
時
に
つ
く

り
出
す
こ
と
」、
す
な
わ
ち
「
手
記
風
の
書
き
方
と
、〈
か
く
在
る
〉
と
い
う
自
己
占
有
の
観
念
の
固
執
」
の
放
棄
と
、「
観
念
の
物
象
化
」
に
も
と
づ
く
「
寓

話
の
形
式
」
の
採
用
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
、
高
野
論
と
本
質
を
共
有
す
る
も
の
と
言
え
て
し
ま
う
。
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更
に
、
そ
の
理
論
導
入
の
始
源
を
よ
り
深
部
へ
と
探
っ
て
ゆ
く
な
ら
ば
、「
二
十
代
座
談
会　

世
紀
の
課
題
に
つ
い
て
﹇
座
談
会
﹈」（「
綜
合
文
化
」

一
九
四
八
・
八
）「
創
造
の
モ
メ
ン
ト
﹇
報
告
と
討
論
﹈」（『
新
し
い
芸
術
の
探
求
』
月
曜
書
房
、
一
九
四
九
・
五
）
な
ど
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
以
前
の
諸
言

説
へ
と
考
察
の
射
程
が
広
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
実
存
主
義
の
命
脈
を
手
繰
る
作
業
と
合
流
す
る
こ
と
で
、「
大
き
な
方
向
転
換
」
を
シ
ュ
ル
レ
ア

リ
ス
ム
理
論
の
小
説
作
品
へ
の
転
化―

「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
お
け
る
変
形
譚
の
導
入
に
見
な
が
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
便
宜
的
に
利
用
し
た
」

方
法
論
で
あ
り
、
安
部
文
学
に
「
変
貌
」
は
存
在
し
な
か
っ
た
（「
芸
術
創
造
以
前
に
故
郷
喪
失
者
だ
っ
た
」）
と
い
う
極
め
て
作
家
論
的
な
結
論
へ
と
到
達
す

る
ほ
か
な
く
な
る
の
で
あ
る（
９
）。

　

し
た
が
っ
て
、戦
後
と
い
う
様
々
な
変
容
が
混
在
す
る
時
期
の
作
品
を
考
察
の
対
象
と
す
る
言
説
に
触
れ
る
際
に
「
評
者
の
問
題
意
識
の
方
が
先
に
あ
っ
て
、

そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
都
合
の
よ
い
『
壁
』
論
に
終
っ
て
い
る
」（
吉
田
節
子
論）
10
（

）
と
い
っ
た
事
態
が
招
か
れ
も
す
る
。
作
品
は
こ
の
場
合
、
あ
く
ま
で
作

者
を
論
じ
る
た
め
の
装
置
と
し
て
形
骸
化
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
印
象
を
導
き
出
し
て
し

ま
う
だ
け
の
要
因
が
論
考
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
認
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
吉
田
論
の
批
判
は
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
様
々
な
面
で
変
容

の
多
い
時
期
に
作
者
が
変
容
し
、
そ
れ
と
並
行
し
て
作
品
が
変
容
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
文
学
的
生
理
現
象
を
鵜
呑
み
に
し
た
ま
ま
の
恣
意
的
な
立
論
が
都

合
良
く
な
し
う
る
点
に
起
因
す
る
。
テ
ク
ス
ト
生
成
に
関
わ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
一
要
素
、
し
か
し
決
し
て
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
非
常
に
大
き
な
一
要
素
た
る
作
者
は
、
こ
の
時
、
揺
る
ぎ
な
い
依
り
代
た
る
〈
作
家
〉
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　

読
者
的
位
相
か
ら
「
変
貌
」
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
先
述
の
理
論
・
思
想
の
実
作
へ
の
結
実
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
指
標
は
、
文
学
賞
受
賞
歴
と
い

う
外
部
評
価
に
移
さ
れ
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
作
「
赤
い
繭
」
や
第
二
五
回
芥
川
賞
受
賞
作
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
が
「
変
貌
」
論
の
分
析

対
象
と
し
て
見
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
「
赤
い
繭
」
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
の
間
隙
に
差
異
は
存
在
し
な
い
の
か
、
と
い
う
新
た
な
問

題
が
出
来
す
る
。「
赤
い
繭
」
は
、作
者
の
共
産
党
入
党
と
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、な
お
か
つ
そ
の
影
響
も
色
濃
く
確
認
で
き
る
作
品
で
あ
る
た
め
に
、

「
変
貌
」
を
政
治
的
姿
勢
に
見
る
場
合
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
「
お
れ
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
接
近
を
表
す
端
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
扱
い
や
す
い
。

だ
が
、
そ
れ
な
ら
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
も
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
影
響
は
強
く
表
出
し
て
い
る
し
、
更
に
問
題
を
敷
衍
さ
せ
て
敗
戦
下
の
日
本
を
匂
わ
す
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モ
チ
ー
フ
を
ど
の
時
点
で
登
場
さ
せ
た
の
か
に
軸
を
置
け
ば
、
再
び
考
察
の
対
象
は
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
そ
の
他
の
作
品
へ
と

遡
上
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
理
論
受
容
の
表
出
を
文
体
の
変
化
に
見
る
際
に
も
、
そ
の
読
者
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
文
体
を
持
つ
作
品
に
は
「
デ
ン
ド
ロ
カ

カ
リ
ヤ
」
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
が
数
え
ら
れ
る
た
め
、
焦
点
は
更
に
ぼ
や
け
て
し
ま
う
。「
変
貌
」
を
追
う
こ
と
は
、
作
者
的
位
相
と
読
者
的
位

相
と
の
間
を
彷
徨
す
る
作
業
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
言
え
そ
う
だ
。

　

こ
の
混
淆
し
た
状
態
の
な
か
で
鳥
羽
耕
史
論）

11
（

は
、「
変
貌
」
と
は
、
思
想
・
理
論
・
方
法
論
を
花
田
清
輝
と
の
相
互
関
係
の
中
で
獲
得
し
て
ゆ
く
過
程
で
、

同
時
代
言
説
に
お
い
て
要
請
さ
れ
た
「
質
的
な
転
換
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
鳥
羽
論
は
、
こ
の
「
質
的
な
転
換
」
を
顕
著
に
示
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
「
シ
ュ
ー

ル
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
」（「
み
づ
ゑ
」
一
九
四
九
・
八
）
を
挙
げ
、
初
出
版
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
お
け
る
試
み
を
「
現
実
を
否
定
す
る
と
同
時
に
再
構
成

し
よ
う
と
し
た
革
命）
12
（

」
で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
る
の
で
あ
る
。
同
時
代
状
況
の
渦
中
に
作
者
を
組
み
込
み
、
そ
こ
で
の
運
動
の
産
物
と
し
て
作
品
を
捉
え
、
そ

こ
に
「
変
貌
」
を
見
出
す
鳥
羽
論
の
あ
り
方
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
先
行
言
説
の
混
淆
状
況
か
ら
の
脱
却
を
果
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
恐
ら

く
、
そ
の
要
因
は
「
変
貌
」
の
帰
結
を
一
つ
の
作
品
に
見
て
い
る
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
鳥
羽
論
の
特
徴
は
、「
変
貌
」
が
、
美
術
界
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争
や
花

田
と
の
相
互
的
な
理
論
構
築
関
係
や
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
理
論
の
導
入
や
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
の
接
近
と
い
っ
た
同
時
代
状
況
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
過
程
が
同
時
代
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
把
捉
可
能
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
な
お
か
つ
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
が
そ
れ
ら
の
「
様
々
な
世
界
観
、
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
が
せ
め
ぎ
あ
い
、
闘
争
し
て
い
る
」
状
態
を
表
象
し
て
い
る
さ
ま
を
論
述
す
る
こ
と
で
、
網
羅
的
に
補
助
線
を
張
り
巡
ら
し
な
が
ら
「
変
貌
」
を

「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
へ
と
固
定
化
し
て
ゆ
く
点
に
あ
る
。
従
来
の
「
変
貌
」
論
に
お
い
て
「
変
貌
」
が
論
じ
尽
さ
れ
て
い
な
い
印
象
を
醸
す
要
因
は
、
作

者
を
先
在
的
に
捉
え
る
点
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
論
述
方
法
を
採
る
か
ぎ
り
、
主
体
は
漸
次
的
に
変
容
し
続
け
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
変
貌
」
の
姿
も
ま
た
同

様
に
更
新
さ
れ
続
け
る
以
外
に
な
く
な
る
。
も
し
、「
変
貌
」
解
明
を
礎
に
し
て
安
部
公
房
文
学
研
究
の
更
な
る
深
化
を
図
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
者
は
、

あ
く
ま
で
作
品
解
釈
を
集
合
さ
せ
取
り
結
ん
で
ゆ
く
中
で
見
出
さ
れ
る
抽
象
的
な
像
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
作
者
に
先
在
し
て
作
品
が
あ
る
こ
と
、「
変
貌
」

解
明
の
た
め
に
行
う
べ
き
が
作
品
解
釈
で
あ
る
こ
と
を
、
鳥
羽
論
は
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
一
般
に
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、「
顔
」
の
反
転
に
よ
る
「
植
物
」
へ
の
変
身
に
代
表
さ
れ
る
「
内
と
外
の

反
転
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
鳥
羽
論
は
そ
の
こ
と
に
触
れ
つ
つ
も
、〈
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
拮
抗
〉
を
結
論
と
し
て
い
る
。
そ
の
様
子
は
、
理
論
の
完
成
と
実
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践
へ
の
結
実
（
＝
「
変
貌
」）
が
未
だ
な
し
遂
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
感
慨
を
暗
に
仄
め
か
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
同
論
内
で
後
続
し
て
、改
稿
版
「
デ

ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」（
安
部
公
房
『
飢
え
た
皮
膚
』
書
肆
ユ
リ
イ
カ
、
一
九
五
二
・
一
二
）
に
よ
る
「
視
点
」
の
安
定
を
も
っ
て
「
二
度
﹇
目
﹈
の
変
貌
」
は
成

し
遂
げ
ら
れ
た
と
語
ら
れ
る
点
に
鑑
み
て
も
、
紙
背
に
透
け
て
見
え
る
初
出
版
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
の
未
熟
は
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
あ
く
ま

で
二
度
目
の
「
変
貌
」
が
改
稿
版
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
に
確
認
で
き
る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
正
に
「
変
貌
」
を
遂
げ
た
作
品
そ
の
も
の

で
あ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
未
だ
「
変
貌
」
は
、
安
定
し
た
象
り
を
見
せ
て
く
れ
そ
う
に
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
工
藤
智
哉
論）
13
（

は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
を
、「
壁
」
へ
の
変
形
を
中
心
と
す
る
変
形
譚
で
は
な
く
、
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と

お
り
「
分
身
が
原
因
で
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
「
犯
罪
」
が
中
心
」
と
な
る
分
身
譚
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
立
論
し
、
先
行
作
品
「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」「
異
端

者
の
告
発
」（「
次
元
」
一
九
四
八
・
六
）
と
い
う
分
身
譚
の
系
譜
か
ら
、〈
見
る
／
見
ら
れ
る
〉
の
関
係
性
に
「
変
貌
」
を
見
出
し
て
ゆ
く
。「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
に
お
い
て
、
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
世
界
内
を
限
定
的
に
動
く
し
か
な
か
っ
た
「
ぼ
く
」
と
、
ま
た
同
時
に
、
冒
頭
に
お
い
て
「
数
量
ま
で

わ
ざ
わ
ざ
書
い
た
の
は
、﹇
…
﹈」
と
記
述
行
為
を
匂
わ
せ
、
ス
ク
リ
ー
ン
内
に
映
る
「
ぼ
く
」
を
「
彼
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
完
全
に
「
物
語
世
界
全
体
を
見
通
す

存
在
」
と
化
す
「
ぼ
く
」
と
の
「
見
る
／
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
」
の
収
斂―

二
項
対
立
の
終
局
の
場
こ
そ
が
、
結
末
部
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
「
壁
」
へ

の
変
形
で
あ
る
、
と
工
藤
論
は
言
う
。
そ
し
て
結
論
に
お
い
て
、
最
終
場
面
の
「
壁
」
へ
の
変
形
を
「
葛
藤
も
闘
争
も
な
く
、
逃
走
す
る
必
要
も
な
い
。
も
は

や
物
語
は
存
在
し
得
な
い
場
所
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
施
さ
れ
る
二
項
対
立
的
な
世
界
か
ら
の
超
克
と
い

う
帰
結
は
肯
え
は
す
る
も
の
の
、
や
や
折
衷
的
な
着
地
と
い
う
感
が
否
め
な
い）
14
（

。
た
だ
、
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、
本
多
的
な
「
わ
ず
か
三
年
」
と
い
う
曖
昧

な
範
囲
に
「
変
貌
」
を
見
る
傾
向
か
ら
脱
却
す
べ
く
、
三
作
品
の
連
続
性
の
中
に
見
出
し
う
る
不
連
続
性
か
ら
「
変
貌
」
を
炙
り
出
そ
う
と
試
み
、
そ
の
位
置

を
明
確
に
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
見
定
め
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
変
形
譚
の
導
入
を
「
変
貌
」
と
捉
え
る
定
型
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
変
貌
の
な
か
、
変

わ
ら
な
い
も
の
に
着
目
す
る
こ
と
で
変
貌
の
中
身
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
の
視
座
に
よ
っ
て
、
周
縁
か
ら
中
心
を
象
ろ
う
と
す
る
脱
構
築
的
な

考
察
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

永
遠
に
可
変
域
を
彷
徨
う
か
の
よ
う
に
「
変
貌
」
の
所
在
を
追
い
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
れ
が
「
変
貌
」
論
の
趨
勢
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な

先
行
言
説
の
あ
り
よ
う
は
、「
変
貌
」
を
、問
わ
れ
続
け
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
を
持
つ
現
象
の
よ
う
に
見
せ
は
じ
め
る
。
変
貌
し
続
け
る
宿
命
を
抱
え
る
「
変
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貌
」
と
い
う
文
学
現
象
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
正
に
そ
の
変
貌
し
続
け
る
あ
り
さ
ま
を
こ
そ
論
じ
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
わ
せ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
度
、
議
論
の
冒
頭
に
立
ち
戻
る
な
ら
ば
、
本
論
第
一
節
に
お
い
て
述
べ
た
と
お
り
、「
変
貌
」
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」

発
表
時
、
既
に
銘
打
た
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
後
続
し
て
多
く
の
評
者
が
安
部
文
学
に
「
変
貌
」
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
議
論
は
現
在
に
ま
で
至
る
の
で
あ
っ
た
。

当
初
、「
変
貌
」
が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
語
ら
れ
て
い
た
の
か
は
、
本
多
・
野
間
・
磯
田
の
評
を
用
い
て
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
過
去
・
現
在

の
文
学
と
連
続
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
「
飛
躍
」（
本
多
）
す
る
か
の
ご
と
く
、
未
来
へ
の
指
向
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
、
同
時
代
の
文
学
者
は
過
去
・
現
在
か
ら
隔
絶
す
る
は
ず
の
未
来
の
姿
を
感
受
し
た
。
ま
た
、
そ
の
「
変
貌
」
に
、
現
在
か

ら
未
来
へ
の
架
橋
を
可
能
に
す
る
「
文
体
手
法
」（
本
多
）
の
存
在
を
夢
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
第
に
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
か
ら
「
変
貌
」
は

独
歩
し
、
先
行
言
説
を
構
築
す
る
各
評
者
た
ち
に
そ
の
存
在
と
意
義
が
直
感
さ
れ
、
共
有
と
前
景
化
を
経
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
同
時
代
の
文

学
者
た
ち
に
よ
っ
て
未
来
を
仮
託
さ
れ
た
安
部
文
学
の
「
変
貌
」
は
、
そ
の
願
い
の
ま
ま
に
、
評
者
た
ち
に
よ
っ
て
論
じ
継
が
れ
る
こ
と
で
現
在
ま
で
そ
の
生

命
を
保
ち
、
過
去―

現
在―

未
来
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
る
。

　

と
な
れ
ば
、「
変
貌
」
の
解
明
が
す
な
わ
ち
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
分
析
と
読
解
に
よ
っ
て
果
さ
れ
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
変
貌
」
は
、
安

部
公
房
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
か
ら
乖
離
し
、
も
は
や
〈
変
貌
〉
と
い
う
固
有
の
文
学
現
象
と
し
て
運
動
し
て
い
る
と
言
い
う
る
実
在
性
を
持
つ
。

〈
変
貌
〉
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
輪
郭
を
共
に
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
、〈
変
貌
〉
の
輪
郭

　
　
　

意
外
だ
つ
た
。

　
　
　

ま
る
で
想
像
も
し
て
い
な
か
つ
た
。

　
　

 　

し
か
し
そ
れ
は
ぼ
く
だ
け
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
が
そ
う
思
つ
た
に
相
違
な
い
。
し
か
も
そ
の
意
外
さ
は
、
決
し
て
一
様
な
も
の
で
な
く
、

ひ
ど
く
多
様
で
あ
つ
た
は
ず
だ
。
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﹇
…
﹈

　
　

 　

同
様
に
、
ぼ
く
の
気
持
も
き
わ
め
て
複
雑
で
あ
る
。
と
て
も
一
言
で
言
い
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
え
て
言
お
う
と
す
れ
ば
、
一
冊
の
文
学
論
が

出
来
上
る
か
も
し
れ
な
い
ほ
ど
だ
。
一
体
ぼ
く
は
何
を
感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
あ
ん
ま
り
考
え
つ
め
た
あ
げ
く
、
ぼ
く
に
は
自
分
が
ま
る
で
他
人
の

よ
う
に
見
え
は
じ
め
た
。 

﹇
安
部
公
房
「
芥
川
龍
之
介
賞
発
表　

感
想
」（「
文
芸
春
秋
」
一
九
五
一
・
一
〇
）﹈

　
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
芥
川
賞
受
賞
後
の
作
者
「
ぼ
く
」
の
「
き
わ
め
て
複
雑
」
な
感
慨
は
、「
一
冊
の
文
学
論
」
と
し
て
自
立
し
う
る
ほ
ど
の
ヴ
ォ

リ
ュ
ー
ム
を
も
っ
て
「
ま
る
で
他
人
の
よ
う
に
」
自
律
し
て
ゆ
く
感
覚
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
裂
と
変
形
の
指
向
性
を
孕
む
言
説
は
、「
Ｓ
・
カ
ル

マ
氏
の
犯
罪
」
の
「
ぼ
く
」
の
、
名
前
喪
失
に
よ
る
「
名
刺
」
へ
の
分
裂
や
、「
壁
」
へ
の
変
形
を
想
起
さ
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。
こ
の
時
、
作
者
「
ぼ
く
」

の
感
慨
は
、
作
者
・
安
部
公
房
か
ら
自
立
し
て
、
も
は
や
作
中
の
「
ぼ
く
」
に
近
い
次
元
の
存
在
と
化
し
た
と
言
い
う
る
。
そ
れ
は
、
作
者
的
位
相
に
あ
っ
た

作
品
が
、
外
部
評
価
と
接
触
し
た
結
果
、
読
者
的
位
相
へ
と
身
を
移
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
ま
た
同
時
に
、
様
々
な
論
者
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
る
こ

と
で
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
い
う
作
品
か
ら
離
れ
て
一
つ
の
研
究
対
象
と
化
し
た
〈
変
貌
〉
の
あ
り
よ
う
と
も
相
似
形
を
な
す
。

　
〈
変
貌
〉
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
か
ら
発
生
し
て
現
在
ま
で
、
様
々
に
論
じ
継
が
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
変
貌
し
続
け
る
姿
を
露
わ
に
し
た
わ
け

だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
、「
変
貌
」
に
予
感
さ
れ
て
き
た
〈
未
来
〉
性
の
正
体
を
明
か
し
て
も
い
た
。〈
変
貌
〉
は
変
貌
を
繰
り
返
す
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
か
ら
も
永

遠
に
未
来
へ
と
繋
が
り
続
け
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
〈
変
貌
〉
は
、
ま
る
で
安
部
公
房
か
ら
自
立
す
る
「
ぼ
く
」
の
よ
う
に
一
つ
の
作
品
に
留
ま
る
こ
と

な
く
、「
三
年
」
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
作
品
を
巻
き
込
み
な
が
ら
、
そ
の
輪
郭
線
を
流
動
さ
せ
る
効
果
を
見
せ
は
じ
め
る
。「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
を
磁

界
の
中
心
と
し
て
群
生
す
る
作
品
の
考
究
を
、
今
ふ
た
た
び
要
請
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

花
田
清
輝　

わ
た
し
は
、
ま
だ
安
部
公
房
を
、
ラ
ン
プ
を
手
に
い
れ
た
ア
ラ
ヂ
ン
だ
と
は
考
え
な
い
。
し
か
し
、
昨
年
、
候
補
作
に
な
つ
た
、
か
れ
の
『
デ

ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
に
く
ら
べ
る
と
、
今
度
の
『
赤
い
繭
』
に
は
、
い
さ
さ
か
小
刻
み
な
が
ら
、
か
れ
の
確
乎
と
し
た
足
ど
り
が
み
と
め
ら
れ
る
。
た
ぶ

ん
、
か
れ
は
、
暗
中
に
、
か
す
か
な
光
明
を
発
見
し
た
に
ち
が
い
な
い
。 

﹇「
第
二
回
戦
後
文
学
賞
発
表　

選
後
所
感
」（「
近
代
文
学
」
一
九
五
一
・
四
）﹈
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「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
が
、「
赤
い
繭
」
の
第
二
回
戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
た
前
年
に
、
第
一
回
戦
後
文
学
賞
の
「
候
補
作
」
と
な
り
つ
つ
も
落
選
し
て
い

た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い）

15
（

。
右
引
用
に
お
け
る
花
田
の
、「
確
乎
と
し
た
足
ど
り
」
や
「
か
す
か
な
光
明
」
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
は
、「
デ
ン
ド
ロ
カ

カ
リ
ヤ
」
と
「
赤
い
繭
」
と
の
間
に
感
じ
ら
れ
る
差
異
が
微
妙
に
、
し
か
し
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
、
決
し
て
花
田
だ
け
に
感
じ
取
ら
れ
た

も
の
で
な
く
、
他
の
評
者
に
も
同
様
に
感
じ
取
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
続
く
野
間
宏
は
、
は
っ
き
り
と
「
自
分
の
方
向
を
見
出
し
」「
現
代
の
人
間
の
上
に
お

そ
い
か
か
つ
て
く
る
、
奇
怪
、
醜
悪
、
し
か
も
強
力
な
も
の
を
う
け
と
め
、
切
り
ひ
ら
く
こ
と
の
で
き
る
自
分
の
言
葉
を
獲
得
し
た
」、「
そ
の
方
向
、
さ
ら
に

方
法
は
自
分
自
身
の
な
か
に
侵
入
し
て
い
る
そ
の
奇
怪
な
敵
を
ほ
う
む
り
去
る
た
た
か
い
に
よ
つ
て
見
出
さ
れ
、
つ
く
り
だ
さ
れ
て
き
た
」
と
、「
方
向
」
を

な
め
ら
か
に
「
方
法
」
の
語
に
置
換
し
な
が
ら
「
赤
い
繭
」
を
評
価
し
て
ゆ
く
。
ま
た
佐
々
木
基
一
は
、「
終
り
し
道
の
標
べ
に
」
の
「
豊
か
な
観
念
と
イ
メ
ー

ジ
と
が
氾
濫
し
、
収
拾
つ
か
ぬ
ま
で
に
原
初
の
混
沌
の
中
に
渦
巻
い
て
い
る
と
い
っ
た
」
状
態
か
ら
、「
方
法
論
の
制
覇
」
に
よ
っ
て
「
観
念
と
イ
メ
ー
ジ
が

方
法
の
車
輪
に
乗
つ
て
確
実
に
狂
い
な
く
、
何
処
ま
で
も
無
限
に
運
動
を
つ
ゞ
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
つ
た
」
と
し
て
お
り
、「
方
法
」
の
進
歩
と
い
う
点
で

各
評
者
の
意
見
の
一
致
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
野
間
と
佐
々
木
の
二
者
に
共
通
し
て
、「『
壁
』﹇
＝
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」﹈
と
『
赤
い
ま

ゆ
』」（
野
間
）・「『
赤
い
繭
』
と
『
壁
』﹇
＝
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」﹈」（
佐
々
木
）
と
い
う
よ
う
に
、
受
賞
作
「
赤
い
繭
」
と
、
共
に
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
、
近
似
し
た
位
置
で
二
作
品
が
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
は
こ
の
評
価
の
仕
方
が
、同
年
八
月
に
発
表
さ
れ
た
埴
谷
雄
高
「
安
部
公
房
の
こ
と
」（「
近
代
文
学
」
一
九
五
一
・
八
）
に
も
「
彼
の
最
初
の
試
み
は
『
デ

ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
作
品
で
は
ま
だ
充
分
に
果
た
さ
れ
な
か
つ
た
果
敢
な
方
法
は
、
そ
の
後
の
『
赤
い
繭
』
と
『
壁
』﹇
＝
「
Ｓ
・
カ
ル

マ
氏
の
犯
罪
」﹈
に
至
つ
て
見
事
に
結
実
し
た
感
が
あ
る
」
と
い
っ
た
形
で
反
復
さ
れ
て
お
り
、
共
通
認
識
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
共
感
覚
的
に
同
時
期

の
言
説
に
現
象
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い）
16
（

。
つ
ま
り
、「
赤
い
繭
」
の
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
（
一
九
五
一
・
四
）
に
は
、受
賞
の
二
か
月
前
（
一
九
五
一
・
二
）

に
発
表
さ
れ
た
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る）
17
（

。
こ
の
後
、「
赤
い
繭
」
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と

の
関
係
性
に
相
似
し
て
、「
赤
い
繭
」
の
戦
後
文
学
賞
受
賞
を
契
機
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
同
年
五
月
に
『
壁
』
が
月
曜
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
、
更
に
同
年

一
〇
月
に
は
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
が
第
二
五
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
、
文
壇
で
の
位
置
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
二
作
品

間
の
相
乗
効
果
的
な
関
係
性
は
自
ず
と
想
定
さ
れ
る
。〈
変
貌
〉
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
か
ら
独
立
し
て
「
赤
い
繭
」
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
は
じ
め
た
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の
で
あ
る
。
ま
た
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
と
「
赤
い
繭
」「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
の
間
に
存
在
す
る
も
は
や
断
層
と
で
も
表
現
で
き
る
ほ
ど
の
差
異
は
、

「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
が
〈
変
貌
〉
の
埒
外
に
あ
る
こ
と
と
、〈
変
貌
〉
が
「
赤
い
繭
」
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
相
互
的
に
作
用
し
、
そ
れ
が
選
考

委
員
た
ち
に
「
方
法
」
論
的
成
功
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
こ
と
と
を
明
確
に
伝
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、〈
変
貌
〉
の
実
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
願
う
時
、「
赤

い
繭
」
は
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
同
等
に
重
要
な
研
究
価
値
が
あ
る
と
了
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ま
た
同
時
に
「
赤
い
繭
」
は
、
複
雑
な
書
誌
的
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　

一
つ
目
は
、
本
来
「
赤
い
繭
」「
洪
水
」「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
か
ら
な
る
「
三
つ
の
寓
話
」
中
の
一
つ
の
短
篇
で
し
か
な
い
「
赤
い
繭
」
が
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
単
独
で
第
二
回
戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
て
い
る
点
。
月
曜
書
房
が
戦
後
文
学
賞
開
設
の
旨
を
述
べ
た
「
戦
後
文
学
賞
に
つ
い
て）

18
（

」
を
見
る
だ
け
で
は
、
そ

こ
に
短
篇
群
中
の
一
作
品
だ
け
を
受
賞
対
象
と
で
き
な
い
限
定
性
は
認
め
ら
れ
な
い）
19
（

の
だ
が
、
い
く
ば
く
か
の
違
和
感
が
残
る
。

　

二
つ
目
は
、
そ
の
「
三
つ
の
寓
話
」
と
い
う
総
体
の
う
ち
、「
赤
い
繭
」
だ
け
が
集
中
的
に
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
点
。
こ
れ
ま
で
に
、「
三
つ
の
寓
話
」

が
一
つ
の
作
品
と
し
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
た
論
考
は
皆
無
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
、「
三
つ
の
寓
話
」
と
い
う
題
は
、
あ
く
ま
で
三
つ
の
短
篇
を
並

べ
る
際
に
便
宜
上
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
受
け
止
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
三
短
篇
に
一
つ
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
見
る
よ
う
な
考
え
は
存
在
し

て
い
な
い
の
で
あ
る）
20
（

。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
「
赤
い
繭
」
以
外
の
「
洪
水
」
と
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
の
研
究
を
疎
か
に
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
も

そ
も
「
三
つ
の
寓
話
」
が
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
末
尾
に
一
〇
ポ
イ
ン
ト
の
ゴ
チ
ッ
ク
で
強
調
さ
れ
る
「（
エ
デ
ン
の
寓
話
よ
り
）」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
締

め
く
く
ら
れ
て
い
る
以
上
、
読
者
に
は
、
単
な
る
短
篇
群
で
は
な
く
、
一
貫
し
た
編
纂
意
図
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
強
調
の
意
味
を
、
第
三
の
短
篇
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
に
の
み
有
効
で
あ
る
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

　

三
つ
目
は
、「
赤
い
繭
」
初
出
誌
に
お
い
て
、
目
次
に
「
赤
い
繭
」
を
包
括
す
る
は
ず
の
総
題
「
三
つ
の
寓
話
」
の
語
は
な
く
、
代
わ
り
に
「
赤
い
繭
」
と

い
う
題
が
置
か
れ
て
い
る
点
。
こ
の
表
記
の
揺
れ
が
単
な
る
誤
植
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
「
三
つ
の
寓
話
」
で
は
な
く
「
赤
い
繭
」
と
い
う
題
を
目
次
に
敢
え

て
選
出
す
る
と
い
う
出
版
側
の
、あ
る
い
は
作
者
の
戦
略
で
あ
る
の
か
は
一
概
に
は
判
断
で
き
な
い
が
、こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
の
始
点
か
ら
手
繰
っ

て
ゆ
く
と
、
一
つ
の
大
き
な
陥
穽
へ
と
行
き
つ
く
こ
と
に
気
付
く
。
初
出
時
、
目
次
に
お
い
て
「
三
つ
の
寓
話
」
と
い
う
総
体
が
「
赤
い
繭
」
と
表
記
さ
れ
て

い
る
以
上
、
そ
れ
以
降
の
言
説
に
登
場
す
る
「
赤
い
繭
」
の
語
が
、
単
体
「
赤
い
繭
」
を
指
示
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
赤
い
繭
」
と
表
記
さ
れ
た
「
三
つ
の
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寓
話
」
を
指
示
す
る
の
か
の
判
断
は
、
そ
れ
が
明
確
に
前
者
か
後
者
か
の
特
定
が
可
能
な
内
容
の
文
章
で
な
い
限
り
に
お
い
て
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
第

二
回
戦
後
文
学
賞
発
表
」（「
近
代
文
学
」
一
九
五
一
・
四
）
に
掲
載
さ
れ
た
選
評
を
見
る
限
り
、
幾
度
と
な
く
登
場
す
る
「
赤
い
繭
」
の
語
が
ど
ち
ら
を
指
示

し
て
い
る
の
か
、
そ
の
明
確
な
判
断
材
料
は
確
認
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
以
下
の
よ
う
な
疑
問
が
頭
を
よ
ぎ
り
も
す
る
の
だ
。
果
た
し
て
「
赤
い
繭
」
は
戦

後
文
学
賞
を
受
賞
し
た
の
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
不
安
定
な
書
誌
を
無
視
し
て
、
安
部
文
学
の
〈
変
貌
〉
究
明
の
一
つ
の
鍵
た
る
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
作
〈「
赤
い
繭
」〉
は
研
究
さ
れ

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
状
況
を
消
極
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
赤
い
繭
」
に
対
し
て
直
観
的
に
抱
く
特
異
性
と
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
文

学
賞
受
賞
作
と
い
う
評
価）

21
（

に
対
す
る
盲
信
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
積
極
的
に
見
る
な
ら
ば
、「
赤
い
繭
」
が
、
そ
の
よ
う
な
特
権
化
を
誘
引
す
る
だ

け
の
力
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
左
と
も
な
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
単
体
と
し
て
の
「
赤
い
繭
」
に
内
在
す
る
何
ら
か
の
力
に
よ
っ
て
、
人
々
が
現
在
ま

で
衝
き
動
か
さ
れ
て
き
た
、
そ
し
て
そ
の
〈
力
〉
と
は
〈
変
貌
〉
の
一
形
態
で
は
な
い
の
か
と
い
う
予
感
は
、
こ
の
時
必
然
的
に
去
来
す
る
。

　

第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
作
「
赤
い
繭
」
の
読
解
が
、〈
変
貌
〉
の
解
明
に
大
き
く
重
な
る
は
ず
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
肝
心
の
〈「
赤
い
繭
」〉
は

極
め
て
曖
昧
な
書
誌
の
中
に
存
し
、
そ
の
研
究
史
は
暗
黙
の
裡
に
「
赤
い
繭
」
単
体
に
集
中
し
て
い
た
。
つ
ま
り
は
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
作
が
「
三
つ

の
寓
話
」
と
い
う
総
体
で
あ
っ
た
の
か
、「
赤
い
繭
」
単
体
で
あ
っ
た
の
か
は
、こ
の
際
大
き
な
問
題
で
は
な
く
、〈
変
貌
〉
究
明
の
た
め
に
重
視
す
べ
き
が
「
赤

い
繭
」
単
体
で
あ
る
と
教
え
て
く
れ
て
い
る）
22
（

の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
、
各
論
者
た
ち
は
「
三
つ
の
寓
話
」
総
体
で
は
な
く
、「
赤
い
繭
」
単
体
に
対
し
て
無

意
識
的
に
〈
変
貌
〉
の
存
在
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
、
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
不
精
確
な
「
赤
い
繭
」
の
取
り
扱
い
の
歴
史

そ
の
も
の
が
、〈
変
貌
〉
究
明
の
た
め
の
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
暗
示
し
て
い
た
の
だ
。

　

た
し
か
に
本
多
評
の
「
文
体
手
法
」
と
い
う
語
を
字
義
通
り
受
け
取
り
、
そ
の
点
に
着
目
し
て
作
品
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
変
容
は
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」

の
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
言
え
、
ま
た
、
そ
の
要
因
を
作
者
に
探
る
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
論
法
を
採
る
な
ら
ば
、
第
一
回
と
第
二

回
の
戦
後
文
学
賞
選
考
に
お
い
て
露
わ
に
な
っ
た
断
層
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
が
問
え
な
く
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
断
層
こ
そ
が
、
野
間
や
磯
田
や
花
田

や
そ
の
他
多
く
の
同
時
代
人
が
信
じ
た
、〈
未
来
〉
へ
と
繋
が
る
た
め
に
成
し
遂
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
戦
後
文
学
の
〈
変
貌
〉
で
あ
り
、
ま
た
今
な
お

残
り
続
け
る
安
部
文
学
を
読
み
解
く
上
で
究
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
〈
変
貌
〉
な
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
各
々
の
作
品
を
論
じ
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
差
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異
を
〈
変
貌
〉
の
間
隙
に
存
す
る
断
層
で
あ
る
と
判
定
す
る
に
し
て
は
、〈
変
貌
〉
を
構
成
す
る
諸
作
品
は
、
既
に
見
て
き
た
と
お
り
あ
ま
り
に
も
脆
く
不
安

定
な
の
だ
。
先
行
言
説
と
い
う
固
定
化
さ
れ
て
動
く
こ
と
の
な
い
も
の
へ
の
論
述
か
ら
、〈
変
貌
〉
と
い
う
動
い
て
止
ま
ぬ
も
の
の
輪
郭
を
捉
え
よ
う
と
し
て

き
た
つ
も
り
だ
が
、
論
じ
る
ほ
ど
・
接
近
す
る
ほ
ど
に
、〈
変
貌
〉
に
細
か
な
襞
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
は
じ
め
、
そ
の
輪
郭
は
さ
ら
に
複
雑
な
曲
線
と
し
て

顕
現
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

四
、『
壁
』
へ
の
〈
変
貌
〉

　

周
縁
か
ら
徐
々
に
中
心
に
向
か
う
こ
と
で
そ
の
あ
り
よ
う
を
象
ろ
う
と
し
て
も
、
容
易
に
把
捉
を
許
そ
う
と
し
な
い
〈
変
貌
〉
は
、
後
に
自
ら
『
壁
』
と
い

う
一
冊
の
書
物
の
も
と
へ
と
凝
集
し
て
ゆ
く
。
第
三
節
で
示
し
た
よ
う
に
、「
赤
い
繭
」
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
の
間
に
存
在
す
る
発
表
と
評
価
と

の
相
互
的
な
連
関
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
『
壁
』
と
の
間
に
も
相
似
的
に
発
生
し
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
既
に
『
壁
』
へ
の
凝
集
は
必
然
的
に
示

唆
さ
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
『
壁
』
は
石
川
淳
に
よ
る
「
序
」
か
ら
始
ま
り
、
第
一
部
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」、
第
二
部
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸）
23
（

」、
第
三
部
「
赤
い
繭
」、「
あ
と
が
き
」

で
構
成
さ
れ
、
第
三
部
「
赤
い
繭
」
は
、「
赤
い
繭
」「
洪
水
」「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」「
事
業）

24
（

」
の
四
短
篇
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
装
丁
は
勅
使
河
原
宏

が
、
挿
絵
は
桂
川
寛
が
担
当
し
、
共
に
「
夜
の
会
」
同
人
で
、
共
同
制
作
物
と
い
っ
た
性
格
が
強
い
書
物
で
あ
る
。

　
　

 　

こ
の
三
篇
は
、
三
部
作
と
断
っ
て
あ
り
ま
す
と
お
り
、
だ
い
た
い
一
貫
し
た
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
壁
と
い
う
の
は
そ
の
方
法
論
に
ほ

か
な
り
ま
せ
ん
。
壁
が
い
か
に
人
間
を
絶
望
さ
せ
る
か
と
い
う
よ
り
、
壁
が
い
か
に
人
間
の
精
神
の
よ
き
運
動
と
な
り
、
人
間
を
健
康
な
笑
い
に
さ
そ
う

か
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
が
目
的
で
し
た
。 
﹇「
あ
と
が
き
」（
安
部
公
房
『
壁
』
月
曜
書
房
、
一
九
五
一
・
五
・
一
九
）﹈

　

そ
し
て
、
右
引
用
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、『
壁
』
は
「
だ
い
た
い
一
貫
し
た
意
図
」
を
も
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、
ま
た
そ
の
「
意
図
」
の
存
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在
を
保
証
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
壁
」
の
登
場
が
、『
壁
』
を
構
成
す
る
六
作
品
中
「
事
業
」
を
除
く
五
作
品
を
貫
き
、
そ
れ
が
総

題
「
壁
」
の
存
在
理
由
を
支
え
て
も
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
「
あ
と
が
き
」
を
大
き
な
拠
点
と
し
て
、『
壁
』
と
い
う
書
物
は
、
安
部
公
房
と
い
う
作
者

に
よ
る
統
制
の
も
と
編
み
上
げ
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
性
質
が
積
極
的
に
見
出
さ
れ
、
結
果
、
こ
れ
ま
で
先
行
言
説
を
用
い
て
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
作

者
的
位
相
を
中
心
と
す
る
受
容
が
『
壁
』
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
初
出
題
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
に

つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
る
な
ら
ば
、
初
出
題
が
、
主
題
と
し
て
の
「
壁
」・
副
題
と
し
て
の
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
い
う
、
後
に
『
壁
』
で
実
行
予
定

で
あ
る
構
成
の
事
前
表
明
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
は
自
明
の
理
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
あ
と
が
き
」
に
お
け
る
主
体
は
、
既
に
第
二
節
に

お
い
て
確
認
し
た
と
お
り
、
も
は
や
作
家
・
安
部
公
房
と
は
断
絶
し
た
存
在
と
み
な
す
べ
き
も
の
で
、
む
し
ろ
こ
の
「
あ
と
が
き
」
の
記
述
者
は
、〈
変
貌
〉

の
自
律
的
な
運
動
に
よ
っ
て
『
壁
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
内
に
呑
み
こ
ま
れ
、
実
在
性
を
失
っ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
作
者
の
手
か
ら

離
れ
た
時
、「
あ
と
が
き
」
は
『
壁
』
と
い
う
書
物
の
輪
郭
と
な
る
。「
あ
と
が
き
」
と
い
う
名
の
内
在
す
る
論
理
へ
と
〈
変
貌
〉
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
改
め

て
『
壁
』
に
存
在
す
る
「
一
貫
」
性
を
読
者
に
提
示
す
る
語
り
手
へ
と
転
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
　

 

遥
か
東
洋
の
一
つ
の
島
の
な
か
で
制
作
さ
れ
た
こ
の
『
壁
』
を
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
あ
ら
ゆ
る
ア
ヴ
ア
ン
ガ
ル
ド
作
家
に
送
つ
て
や
り
た
い
望
み
を
、
私
は

禁
じ
得
な
い
。
思
ひ
が
け
ぬ
場
所
で
見
事
な
成
熟
を
と
げ
た
果
実
を
、
播
種
者
に
示
し
て
や
り
た
い
の
で
あ
る
。

　

初
刊
第
一
刷
の
帯
で
は
、
埴
谷
雄
高
「
安
部
公
房
「
壁
」―

近
代
文
学
二
月
号
所
載―

」（「
人
間
」
一
九
五
一
・
四
）
の
一
部
が
右
の
よ
う
な
か
た
ち
で
引

用
さ
れ
、『
壁
』
へ
の
評
価
の
高
さ
が
大
々
的
に
宣
伝
さ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
埴
谷
評
は
、
初
出
題
に
明
ら
か
な
よ
う
に
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」

に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
『
壁
』
へ
の
評
価
で
あ
る
か
の
よ
う
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

第
二
回
戦
後
文
学
賞
受
賞

　
　

前
文
壇
を
驚
愕
さ
せ
た
本
年
度
随
一
の
問
題
作
長
編
!!
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同
じ
く
帯
に
付
さ
れ
る
右
の
コ
ピ
ー
は
、
各
々
別
個
に
発
表
さ
れ
た
中
短
篇
を
集
め
た
作
品
集
『
壁
』
を
、
一
つ
の
「
長
編
」
と
銘
打
つ
。
こ
の
異
様
な
光

景
は
、
件
の
「
一
貫
」
性
と
呼
応
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
第
二
回
戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
た
「
赤
い
繭
」
の
評
価
ま
で
も
が
『
壁
』

の
評
価
と
す
り
替
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
短
篇
（「
赤
い
繭
」）
に
対
し
て
贈
ら
れ
た
戦
後
文
学
賞
受
賞
の
価
値
が
「
長
編
」（『
壁
』）
へ
と
敷
衍
さ
れ
て
も

い
る
点
で
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
壁
』
が
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
「
赤
い
繭
」
の
評
価
を
吸
収
し
て
ゆ
く
、
と
表
現
で
き
る
よ
う
な
以
上
の
現
象
は
、
自
ず
と
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の

犯
罪
」
の
「
ぼ
く
」
が
「
ス
ペ
イ
ン
の
絵
入
雑
誌
」
の
「
曠
野
」
を
、「
か
ら
つ
ぽ
」
に
な
っ
た
胸
の
中
に
吸
収
す
る
シ
ー
ン
や
、「
名
刺
」
に
代
表
さ
れ
る
「
ぼ

く
の
身
の
ま
わ
り
品
」
た
ち
が
掲
げ
る
「
死
ん
だ
有
機
物
か
ら
／
生
き
て
い
る
無
機
物
へ
！
」
と
い
う
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス
ト
や
、
最
終
場
面
に
お
い
て
「
壁
」
へ

と
変
形
し
た
「
ぼ
く
」
の
「
見
渡
す
か
ぎ
り
の
曠
野
で
す
。
／
そ
の
中
で
ぼ
く
は
静
か
に
果
し
な
く
成
長
し
て
ゆ
く
壁
な
の
で
す
」
と
い
う
独
白
を
も
想
起
さ

せ
る
。
つ
ま
り
、『
壁
』
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
物
語
内
容
が
持
つ
論
理
を
輪
郭
線
と
し
て
現
象
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
『
壁
』
に
よ
る
諸
作
品
の
吸
収
は
、
諸
作
品
と
の
相
互
的
な
〈
変
貌
〉
現
象
を
も
導
き
出
す
。

　

例
え
ば
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
で
は
、
初
出
時
、
雑
誌
「
近
代
文
学
」（
一
九
五
一
・
二
）
に
お
い
て
「
39
」
頁
に
記
さ
れ
て
い
た
「
曠
野
」
を
体
内

に
吸
い
込
む
「
そ
し
て
二
十
三
頁
目
を
め
く
り
ま
し
た
。
／　

す
る
と
ぼ
く
の
眼
は
そ
の
頁
に
吸
い
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
動
か
な
く
な
り
ま
し
た
。
砂
丘
の
間

を
ぼ
う
ぼ
う
と
地
平
線
ま
で
つ
づ
く
曠
野
の
風
景
が
頁
い
つ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
つ
て
い
た
の
で
す
」
と
い
う
場
面
は
、『
壁
』
の
「
23
」
頁
へ
と
移
殖
さ
れ
、
物

語
内
容
と
物
体
と
し
て
の
書
物
と
が
融
合
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
で
は
、
雑
誌
「
人
間
」（
一
九
五
一
・
五
・
一
）
で
の
初
出
の
段
階

で
作
品
冒
頭
見
開
き
に
配
さ
れ
た
桂
川
寛
に
よ
る
挿
絵
が
、『
壁
』
へ
の
吸
収
を
経
て
、『
壁
』
に
全
面
的
に
施
さ
れ
る
よ
う
に
り
、
更
に
は
初
出
時
、「
７
」

頁
に
配
さ
れ
て
い
た
「
と
ら
ぬ
狸
」
の
絵
は
、『
壁
』
で
は
「
140
」
頁
に
移
さ
れ）
25
（

、「
139
」
頁
最
終
行
の
「
口
で
説
明
す
る
よ
り
も
、
手
つ
と
り
早
く
次
の
絵
を

見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
よ
う
」
と
の
語
り
の
後
、
頁
を
跨
い
で
「
140
」
頁
を
め
く
る
こ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
「
と
ら
ぬ
狸
」
の
姿
が
開
陳
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
初
出
段
階
の
、
語
り
手
に
よ
る
誘
導
に
先
立
っ
て
挿
絵
が
視
界
に
入
り
込
む
配
置
と
比
較
す
れ
ば
、『
壁
』
に
至
っ
て
、
挿
絵
の
視
覚
的
効
果
は
よ

り
際
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
同
様
の
視
覚
的
効
果
は
、「
と
ら
ぬ
狸
」
が
ま
た
が
る
「
柩
」
に
刻
ま
れ
た
「K

.A
nten’s coff ee

﹇
Ｋ
・
ア
ン

テ
ン
の
コ
ー
ヒ
ー
﹈」（『
壁
』・「
159
」
頁
）
が
「K

.A
nten’s coff jn

﹇
Ｋ
・
ア
ン
テ
ン
の
柩
﹈」（『
壁
』・「
160
」
頁
）
の
「
読
み
ち
が
え
」
で
あ
る
と
「
ぼ
く
﹇
ア
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ン
テ
ン
﹈」
が
気
付
く
場
面
に
お
い
て
も
現
象
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
赤
い
繭
」
で
は
、「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
の
身
に
起
こ
っ
た
『
壁
』
と
「
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
へ
の
分
裂
を
吸
収
・
再
現
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、「
赤
い
繭
」
の
第
三
部
題
「
赤
い
繭
」
と
一
短
篇
「
赤
い
繭
」
へ
の
フ
ラ
ク
タ
ル
な

分
裂
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

帯
に
お
け
る
評
価
の
吸
収
か
ら
は
じ
ま
り
、『
壁
』
は
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
を
吸
収
し
、「
赤
い
繭
」
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
様
々

な
か
た
ち
で
〈
変
貌
〉
し
、
正
に
「
成
長
し
て
ゆ
く
壁
」
と
い
っ
た
様
相
を
呈
す
。〈
変
貌
〉
は
、
精
緻
に
観
察
す
る
ほ
ど
に
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の

外
部

4

4

へ
と
触
手
を
の
ば
し
、他
作
品
の
輪
郭
線
を
も
侵
蝕
し
て
、徐
々
に
そ
の
襞
の
数
を
増
や
し
て
ゆ
く
か
の
よ
う
に
見
え
た
が
、『
壁
』
へ
の
〈
変
貌
〉
の
後
、

そ
の
書
物
を
輪
郭
線
と
し
て
、
内
部
へ
と
侵
攻
し
て
い
く
よ
う
な
あ
り
よ
う
を
見
せ
は
じ
め
た
。
そ
の
作
品
世
界
内
へ
と
誘
導
す
る
か
の
よ
う
な
書
物
『
壁
』

の
持
つ
指
向
性
は
、
当
然
、
読
者
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
更
な
る
展
開
を
繰
り
広
げ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。『
壁
』
を
構
成
す
る
諸
作
品
間
の
相
互
的
な
連
関

に
よ
っ
て
無
限
の
時
間
性
を
帯
び
る
〈
変
貌
〉
の
書
物―

「
生
き
て
い
る
無
機
物
」
た
る
『
壁
』
は
、そ
の
総
体
的
な
読
解
に
よ
っ
て
「
果
し
な
く
」〈
未
来
〉

へ
と
臨
界
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。〈
変
貌
〉
は
、
究
極
的
に
は
『
壁
』
総
体
の
読
解
を
も
っ
て
そ
の
蠢
く
よ
う
な
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

１　

以
下
、
基
本
的
に
は
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
表
記
し
、
必
要
に
応
じ
て
「
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

」
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

２　

鳥
羽
耕
史
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
剽
窃―

「
壁
」
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ―

」（「
国
文
学
研
究
」
二
〇
〇
三
・
一
〇
）

３　

加
え
て
、
本
多
秋
五
『
物
語　

戦
後
文
学
史
（
中
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
・
四
）
に
お
い
て
「
変
貌
の
作
家
安
部
公
房
」
が
所
収
さ
れ
た
こ
と
も
大
き
く
機
能
し
た
だ
ろ
う
。

４　

野
間
宏
「
安
部
公
房
の
現
在
」（『
新
鋭
文
学
叢
書
２　

安
部
公
房
集
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
〇
・
一
二
）

５　

磯
田
光
一
「
異
同
空
間
の
人
間
学―

安
部
公
房
論―

」（『
石
川
淳
・
安
部
公
房
・
大
江
健
三
郎
集
﹇
現
代
日
本
文
学
大
系
７
６
﹈』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
・
五
）

６　

 

高
野
斗
志
美
「
編
年
体
・
評
伝
安
部
公
房
」（「
国
文
学
」
一
九
七
二
・
九
）
そ
の
他
で
多
く
見
ら
れ
、「
ユ
リ
イ
カ
」（
一
九
七
六
・
三
）
で
は
、「
安
部
公
房　

故
郷
喪
失
の
文
学
」

と
い
う
特
集
号
が
確
認
で
き
る
。
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７　
「《
変
形
》
の
あ
と
に
く
る
も
の
」（
高
野
斗
志
美
『
安
部
公
房
論
』
サ
ン
リ
オ
山
梨
シ
ル
ク
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
一
・
四
）

８　

渡
辺
広
士
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
の
迷
路
」（『
安
部
公
房
』
審
美
社
、
一
九
七
六
・
九
）

９　

阪
本
龍
夫
「
安
部
公
房
論―

安
部
公
房
と
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム―

」（「
私
学
研
修
」
一
九
八
六
・
七
）

10　

吉
田
節
子
「
安
部
公
房
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪―

壁―

」
論
」（「
大
妻
国
文
」
一
九
七
三
・
三
）

11　

 

鳥
羽
耕
史
「「
変
貌
」
と
リ
ア
リ
ズ
ム
論
争―

「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
１
９
４
９
」（
鳥
羽
耕
史
『
運
動
体
・
安
部
公
房
』
一
葉
社
、
二
〇
〇
七
・
五
））﹇
初
出
：「「
デ
ン
ド
ロ
カ

カ
リ
ヤ
」
と
前
衛
絵
画―
安
部
公
房
の
「
変
貌
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
日
本
近
代
文
学
」
二
〇
〇
〇
・
五
）﹈

12　
「
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
」（「
み
づ
ゑ
」
一
九
四
九
・
八
）

13　

工
藤
智
哉
「
安
部
公
房
初
期
小
説
に
お
け
る
変
貌―

「
分
身
」
の
物
語―

」（「
文
芸
と
批
評
」
二
〇
〇
一
・
五
）

14　

 

し
か
し
、
工
藤
論
が
安
部
文
学
の
「
変
貌
」
の
場
と
し
て
注
目
す
る
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
内
の
「
見
る
／
見
ら
れ
る
と
い
う
関
係
性
」
は
、
後
続
の
研
究
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
（
石
橋
紀
俊
「
安
部
公
房
『
壁―

Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
』
論―

自
我
・
変
身
・
言
葉―

」（「
昭
和
文
学
研
究
」
一
九
九
八
・
二
）、
杣
谷
英
紀
「
安
部
公
房
『
壁―

Ｓ
・
カ

ル
マ
氏
の
犯
罪―

』
の
方
法
」（「
日
本
文
芸
研
究
」
二
〇
〇
〇
・
六
））
た
め
、「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
を
論
じ
る
際
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

15　

第
一
回
戦
後
文
学
賞
受
賞
作
は
、
島
尾
敏
雄
「
出
孤
島
記
」（「
文
芸
」
一
九
四
九
・
一
一
）。

16　

 

本
多
評
は
先
述
の
ご
と
く
「
わ
す
か
三
年
」
と
い
う
表
現
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
同
言
説
内
で
は
ま
た
、「『
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
』
を
転
機
と
し
て
、『
赤
い
繭
』

『
壁
』﹇
＝
「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」﹈
の
世
界
に
脱
皮
変
貌
し
て
行
く
過
程
が
読
め
な
い
で
も
な
い
」
と
、「
転
機
」
に
位
置
す
る
作
品
と
し
て
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」（「
表
現
」

一
九
四
九
・
八
）
を
挙
げ
て
い
る
た
め
、
よ
り
短
い
ス
パ
ン
で
「
変
貌
」
を
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
野
間
も
、「「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
か
ら
「
赤
い
繭
」「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
へ
の
道
は
じ
つ
に
見
事
な
急
カ
ー
ブ
を
つ
く
っ
て
、
日
本
文
学
に
か
つ
て
な
か
っ
た
高
所
の
道
を
切
り
開
い
た
」
と
し
て
お
り
、「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
の
名
を
挙
げ

て
は
い
る
も
の
の
、
よ
く
注
視
す
れ
ば
、「
急
カ
ー
ブ
」
以
前
／
以
後
を
、「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」
／
「
赤
い
繭
」「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
切
り
分
け
て
い
る
。

17　

 

鳥
羽
耕
史
「
何
が
「
壁
」
な
の
か
（
下
）―

安
部
公
房
「
壁
」
に
つ
い
て
の
書
誌
的
ノ
ー
ト―
」（「
文
芸
と
批
評
」
二
〇
〇
二
・
五
）
に
、「
赤
い
繭
」
の
戦
後
文
学
賞
受
賞
と
「
Ｓ
・

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　
　

 

一
九
五
一
年
二
月
の
戦
後
文
学
賞
は
「
人
間
」
一
二
月
号
の
も
の
と
し
て
受
賞
し
て
い
る
の
で
、「
三
つ
の
寓
話
」
の
総
称
と
し
て
も
、
中
の
短
編
「
赤
い
繭
」
の
こ
と
と
し
て
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も
考
え
ら
れ
る
が
、
詮
衡
委
員
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
は
ど
ち
ら
と
も
明
示
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
多
く
が
「
壁
」﹇
…
﹈
と
併
称
し
て
安
部
の
方
法
の
新
し
さ
を
讃
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
五
月
の
『
壁
』
以
前
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
当
然
別
の
作
で
あ
る
が
、
質
的
な
近
さ
が
す
で
に
見
ら
れ
て
お
り
、「
赤
い
繭
」
に
与
え
ら
れ
た
は
ず
の
戦
後

文
学
賞
の
審
査
に
も
「
壁
」
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。

18　
『
戦
後
主
要
作
品
全
集
』
月
曜
書
房
、
一
九
四
九
・
一
二

19　
「
一
、
詮
衡
範
囲　

小
説
、
戯
曲
、
詩
」
と
だ
け
記
載
が
あ
る
。

20　

 「
世
紀
ニ
ユ
ゥ
ス
２
」（
一
九
五
〇
・
一
〇
・
二
二
）
雑
誌
欄
に
は
無
記
名
で
「
安
部
公
房
氏
は
「
人
間
」
一
二
月
号
に
「
エ
デ
ン
の
寓
話
」
を
発
表
。
な
ほ
同
紙
上
の
「
三
つ
の
寓
話
」

な
る
題
名
は
編
集
の
都
合
上
、
仮
の
も
の
で
あ
る
。「
エ
デ
ン
の
寓
話
」
に
は
世
紀
群N

O
.5

「
事
業
」
が
二
つ
目
の
寓
話
と
し
て
本
来
入
る
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
実
際
に
「
三

つ
の
寓
話
」
と
い
う
総
題
が
「
編
集
の
都
合
上
」
付
け
ら
れ
た
も
の
で
、「
事
業
」
を
合
わ
せ
て
「
エ
デ
ン
の
寓
話
」
と
す
る
の
が
本
来
的
な
姿
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
て
は
い
る
が
、

テ
ク
ス
ト
と
し
て
先
述
の
よ
う
に
現
象
し
て
い
る
以
上
は
、
そ
の
形
態
を
優
先
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

21　

あ
る
い
は
、
後
の
『
壁
』
第
三
部
の
題
へ
の
昇
格
や
高
校
現
代
文
教
材
へ
の
採
択
が
想
定
で
き
よ
う
。

22　

当
然
、
そ
の
際
「
赤
い
繭
」
単
体
の
特
異
性
は
、「
三
つ
の
寓
話
」
の
総
体
性
の
解
明
の
も
と
、
対
比
的
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

23　

初
出
：「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」（「
人
間
」
一
九
五
一
・
五
・
一
）

24　

初
出
：「
事
業
」（「
世
紀
群
５
」
一
九
五
〇
・
一
〇
﹇
推
定
﹈）

25　

 

初
出
「
６
」
頁
の
、
目
玉
だ
け
に
な
っ
た
「
ぼ
く
﹇
ア
ン
テ
ン
﹈」
が
空
飛
ぶ
「
柩
」
に
乗
り
、「
と
ら
ぬ
狸
」
と
と
も
に
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
世
界
へ
と
向
か
う
様
子
を
表
し
た
挿

絵
は
、『
壁
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
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