
骨
を
見
る
霊
魂

―
―
中
原
中
也
「
骨
」
論

𠮷

田

恵

理

１

問
題
提
起
―
―
詩
の
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
を
読
む
た
め
に

「
骨
」
は
、「
紀
元
」（
一
九
三
四
﹇
昭
九
﹈
年
六
月
）
を
初
出
と
し
、
没

後
に
刊
行
さ
れ
た
二
冊
目
の
詩
集
『
在
り
し
日
の
歌
』（
創
元
社
、
一
九
三

八
﹇
昭
一
三
﹈
年
四
月
）
に
所
収
さ
れ
る
、
中
原
中
也
の
詩
の
な
か
で
も
と

り
わ
け
人
口
に
膾
炙
し
た
と
言
っ
て
よ
い
詩
篇
で
あ
る
。

ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、

生
き
て
ゐ
た
時
の
苦
労
に
み
ち
た

あ
の
け
が
ら
は
し
い
肉
を
破
つ
て
、

し
ら
じ
ら
と
雨
に
洗
は
れ
、

さ
き

ヌ
ツ
ク
と
出
た
、
骨
の
尖
。

そ
れ
は
光
沢
も
な
い
、

た
だ
い
た
づ
ら
に
し
ら
じ
ら
と
、

雨
を
吸
収
す
る
、

風
に
吹
か
れ
る
、

幾
分
空
を
反
映
す
る
。

生
き
て
ゐ
た
時
に
、

こ
れ
が
食
堂
の
雑
踏
の
中
に
、

坐
つ
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
る
、

み
つ
ば
の
お
し
た
し
を
食
つ
た
こ
と
も
あ
る
、

と
思
へ
ば
な
ん
と
も
可
笑
し
い
。

ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
―
―

見
て
ゐ
る
の
は
僕
？
可
笑
し
な
こ
と
だ
。

霊
魂
は
あ
と
に
残
つ
て
、

ま
た
骨
の
処
に
や
つ
て
来
て
、

見
て
ゐ
る
の
か
し
ら
？

ふ
る
さ
と

故
郷
の
小
川
の
へ
り
に
、

半
ば
は
枯
れ
た
草
に
立
つ
て
、
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見
て
ゐ
る
の
は
、
―
―
僕
？

恰
度
立
札
ほ
ど
の
高
さ
に
、

骨
は
し
ら
じ
ら
と
と
ん
が
つ
て
ゐ
る
。

「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
と
い
う
仮
構
さ
れ
た
聞
き
手
に
対

す
る
演
技
的
で
誇
張
す
る
よ
う
な
第
一
行
は
、〈
道
化
調
〉
の
キ
ー
タ
ー
ム

で
以
て
名
指
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、中
原
中
也
の
詩
に
特
徴
的
な
叙
法
で
あ
る
。

冒
頭
の
一
行
に
お
け
る
発
話
は
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
を
主
体
と
し
て
立

て
、ひ
と
ま
ず
そ
れ
が
最
終
行
ま
で
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
に
見
え
る
。

だ
が
、「
骨
は
し
ら
じ
ら
と
と
ん
が
つ
て
ゐ
る
。」
と
い
う
最
終
行
に
至
っ
て

「
僕
」
の
存
在
感
は
ひ
ど
く
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
プ

ロ
セ
ス
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
か
。

「
骨
」
に
与
え
ら
れ
て
き
た
評
言
は
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
傍

観
す
る
人
の
表（
１
）情」、「
生
か
ら
脱
け
だ
し
た
地
点
で
、
生
を
も
う
一
度
ふ
り

か
え
る
、
あ
る
い
は
生
と
死
の
境
で
詩
を
う
た
う
、
そ
う
い
う
視（
２
）点」、「
詩

人
の
お
ど
け
た
表
情
の
背
後
に
し
ら
じ
ら
と
し
た
虚
無
の
風（
３
）景」、「
死
後
の

虚
無
を
凝
視
め
て
い
る
詩
人
の
荒
涼
と
し
た
感（
４
）性」。

整
理
す
れ
ば
、
問
題
の
切
所
と
な
る
の
は
第
四
聯
の
「
見
て
ゐ
る
の
は

僕
？
可
笑
し
な
こ
と
だ
。」
と
い
う
自
己
言
及
的
展
開
と
「
霊
魂
」
の
出
現

で
あ
り
、
そ
こ
に
「
自
己
の
存
在
感
の
稀
薄
さ
か
ら
く
る
不
安
」、「
中
也
の

孤
独（
５
）病」
を
読
む
か
ど
う
か
で
解
釈
や
評
価
が
分
か
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
を

可
能
に
す
る
超
越
的
な
視
点
を
め
ぐ
る
評
言
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。

中
原
中
也
の
詩
の
な
か
で
も
特
に
よ
く
知
ら
れ
た
「
骨
」
と
い
う
詩
篇
に

あ
っ
て
、
小
林
秀
雄
の
評
言
と
追
悼（

６
）詩や
、
因
縁
の
「
故
郷
」
と
い
う
テ
ー

（
７
）マに
纏
わ
る
議
論
に
比
し
て
、
一
篇
の
構
造
や
論
理
を
め
ぐ
る
議
論
が
深
化

し
て
い
か
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
右
に
整
理
し
た
こ

と
と
関
係
し
て
い
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
認
識
す
る
主

観
の
認
識
」
に
近
し
い
も
の
と
し
て
中
原
の
方
法
を
考
察
す
る
加
藤
典
洋
の

「
骨
」
へ
の
触
れ
方
に
も
明
ら
か
で
、
加
藤
に
よ
れ
ば
「
骨
」
は
「「
見
る
」

自
分
と
「
見
る
こ
と
を
見
る
」
自
分
か
ら
な
る
構
造
」
が
「
も
っ
と
も
よ
く

現
れ
た
も
の
」
で
あ
る
が
、そ
の
構
造
が
「
も
っ
と
見
え
に
く
い
形
で
、も
っ

と
深
く
広
く
、
彼
の
詩
を
涵
養
し
て
い
る
」
こ
と
の
方
が
重
要
と
捉
え
ら
れ

て
お
り
、
た
と
え
ば
「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
」
や
「
正
午
―
―
丸
ビ

ル
風
景
」
ほ
ど
に
は
重
要
な
詩
で
は
な
い
よ
う
な
の
で
あ（
８
）る。
も
っ
と
直
截

に
金
子
兜
太
は
、
第
四
聯
以
下
の
展
開
に
つ
い
て
、「
第
二
の
僕
﹇「
見
て
ゐ

る
」
僕
―
吉
田
注
﹈
の
実
態
調
査
ま
で
し
て
み
せ
る
」
の
は
「
く
ど
く
て
、

し
だ
い
に
や
り
き
れ
な
く
な（
９
）る」
と
評
し
て
い
る
。

加
藤
と
金
子
に
よ
っ
て
問
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
超
越
的
な
視
点
で
は

な
く
超
越
論
的
視
座
の
現
れ
方
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

こ
れ
ら
の
解
釈
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
見
て
ゐ
る
の
は
僕
？
可
笑
し
な

こ
と
だ
」
と
い
う
自
問
自
答
そ
の
も
の
の
提
示
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
回
答

と
し
て
の
「
霊
魂
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、「「
見
る
」
自
分
と
「
見
る
こ
と
を

見
る
」
自
分
か
ら
な
る
構
造
」、
若
し
く
は
「「
骨
」・「
僕
（
霊
魂
）」・「
肉

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

体
」
と
い
う
三
項
の
構（

１０
）造」
が
静
的
で
対
立
図
式
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
見
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
冒
頭
に
示
し
た
問
い
、
す
な
わ
ち
最
終
行
の
「
僕
」
の
稀
薄
な
存

在
感
は
、
表
現
の
あ
り
方
か
ら
言
え
ば
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
と
い
う
〈
道
化
調
〉

の
標
識
が
消
滅
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
お
り
、
一
行
目
の
「
僕
の
骨
」
か
ら

最
終
行
の
「
骨
は
」
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
以
て
、
最
終
的
に
「
僕
」
と
い
う
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一
人
称
主
格
が
放
逐
さ
れ
る
、
と
い
う
道
行
き
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
終
行

の
問
題
性
は
、
最
終
行
の
み
を
切
り
出
し
て
言
え
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、

第
四
聯
の
超
越
（
論
）
的
視
座
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
む

し
ろ
問
題
は
、そ
の
超
越
（
論
）
的
視
座
を
半
ば
か
ら
か
う
よ
う
な
「
霊
魂
」

の
出
現
の
仕
方
で
あ
る
。

中
原
中
也
の
批
評
的
言
説
か
ら
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
詩
の
〈
フ
ォ
ル
ム
〉、

あ
る
い
は
〈
持
続
ぶ
り
〉、〈
終
始
ぶ
り
〉
を
読
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ（

１１
）う。「
ホ

ラ
ホ
ラ
」
の
〈
道
化
調
〉
は
単
に
「
僕
」
の
口
調
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
最

終
的
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
の
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
を
形
づ
く
っ

て
い
る
。
な
ら
ば
、「
骨
」
と
い
う
詩
に
試
み
ら
れ
た
「
僕
の
骨
」
か
ら
「
骨

は
」
に
至
る
論
理
を
、
反
復
さ
れ
る
詩
句
の
変
化
の
仕
方
と
二
度
挿
入
さ
れ

る
「
―
―
」
の
機
能
ま
で
を
も
含
め
た
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
と
し
て
解
釈
す
る
こ

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク

と
で
、
発
話
位
置
の
移
動
を
問
題
化
し
、
先
行
論
の
静
的
で
対
立
図
式
的
な

解
釈
を
乗
り
越
え
て
〈
持
続
ぶ
り
〉
と
い
う
動
態
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
右
の
観
点
か
ら
「
骨
」
の
解
釈
を
提
示
し
、「
霊
魂
」
に

つ
い
て
考
察
を
重
ね
る
。
さ
ら
に
「
骨
」
と
の
共
通
性
と
方
法
的
差
異
を
明

ら
か
に
す
る
「
盲
目
の
秋
」
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
と
す
る
。
最
後
に
、

解
釈
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
見
解
が
喚
起
し
得
る
議
論
と
し
て
、
同
時
代
の
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
議
論
を
媒
介
と
し
た
超
越
性
の
論

理
と
〈
死
〉
の
表
象
の
親
和
性
の
問
題
に
触
れ
、「
骨
」
に
試
み
ら
れ
た
方

法
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
た
い
。

２
「
僕
の
骨
」
か
ら
「
骨
は
」
へ

冒
頭
、「
僕
」
は
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
と
「
こ
れ
」
が
「
僕
の
骨
」
で
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
第
二
・
三
聯
の
「
そ
れ
」「
こ
れ
」
の
指
示
詞
が
文
脈
上

い
ず
れ
も
「
僕
の
骨
」
を
指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
最
終
聯
の
最

終
行
で
は
じ
め
て
「
骨
」
が
主
格
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ

の
詩
の
全
体
を
み
る
と
き
、（
１
）「
僕
の
骨
は
」
に
始
ま
り
、（
２
）「
そ
れ

は
」
と
か
「
こ
れ
は
」
と
い
う
形
で
「
骨
」
を
主
格
と
す
る
こ
と
を
周
到
に

回
避
し
つ
つ
、（
３
）「
骨
は
」
に
到
る
、
と
い
う
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
析
出
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
こ
の
詩
の
展
開
は
、
一
行
目
の
「
僕
の
骨
」
と

い
う
「
僕
」
に
所
有
さ
れ
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

「
骨
」
が
、「
僕
」
を
主
格
の
座
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
屹
立
す
る
最
終

行
の
成
立
に
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
得
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
軸
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
変
化
し
つ
つ
反
復
さ
れ
、
消
滅
に
至
る
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、

こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
の
詩
句
で
あ
る
。
①
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨

だ
、」（
第
一
聯
）
↓
②
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
―
―
／
見
て
ゐ
る
の

は
僕
？
」（
第
四
聯
）
↓
③
「
見
て
ゐ
る
の
は
―
―
僕
？
」（
最
終
聯
）
と
い

う
引
き
継
が
れ
方
の
な
か
で
、
お
ど
け
る
よ
う
な
演
技
的
な
語
り
口
は
次
第

に
不
安
感
の
強
い
語
り
口
へ
と
変
化
す
る
。
第
四
聯
の
「
―
―
」
の
挿
入
を

契
機
と
す
る
展
開
が
問
題
の
切
所
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
が

消
滅
す
る
ま
で
の
変
化
を
中
心
に
、
以
下
「
骨
」
の
解
釈
を
試
み
る
。

従
来
、「
生
き
て
ゐ
た
時
の
苦
労
に
み
ち
た
／
あ
の
け
が
ら
は
し
い
肉
を

破
つ
て
」
の
箇
所
を
発
端
と
し
た
「
生
の
醜
悪
」
と
「
死
へ
の
憧（

１２
）れ」
と
い

う
テ
ー
マ
的
解
釈
、
ま
た
は
「
対
人
圏
」
へ
の
「
劣
等
」
／
「
優
越
意（

１３
）識」

と
い
う
詩
人
の
世
俗
意
識
を
読
ま
れ
て
き
た
第
一
聯
で
あ
る
が
、
冒
頭
の

「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
と
い
う
仮
構
さ
れ
た
聞
き
手
へ
と
向
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か
う
発
話
に
お
い
て
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
る
の
は
、「
こ
れ
が
」
が
示
す

と
こ
ろ
の
指
示
対
象
の
現
前
性
で
あ
る
。
第
一
聯
で
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
の

は
あ
く
ま
で
も
「
こ
れ
」＝

「
ヌ
ツ
ク
と
出
た
、
骨
の
尖
」
で
あ
り
、「
こ

れ
」
を
指
差
し
て
「
僕
の
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
、
と
い
う
段
階
を
踏
ま
え

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
と
い
う
行
為

遂
行
的
な
発
話
か
ら
詩
が
開
始
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
後
の
展
開
に
深
く
関

わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
事
実
と
し
て
「
僕
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑

わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
同
時
に
表
出
し
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
断
定
な
の
で
あ

る
。こ

の
こ
と
は
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
と
い
う
お
ど
け
た
演
技
的
な
話
体
と
関
わ
ら

せ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
演
技
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
四
聯
の
自

己
言
及
を
俟
た
ず
し
て
既
に
、「
僕
」
と
「
僕
」
に
語
ら
せ
て
い
る
「
語
り

手
」
の
位
相
と
の
間
に
あ
る
距
離
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
中
原
の

〈
道
化
調
〉
は
そ
れ
ゆ
え
に
、〈
道
化
調
〉
を
以
て
す
る
「
僕
」
の
発
話
が
、

自
ら
が
語
り
得
ぬ
こ
と
を
常
に
背
後
に
潜
ま
せ
つ
つ
、
自
ら
は
徹
底
し
て
語

ら
な
い
話
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
告
げ
る
標
識
と
し
て
機
能
す
る
。
し
た

が
っ
て
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
と
お
ど
け
て
「
僕
の
骨
だ
」
と
主
張
す
る
「
僕
」
の

発
話
は
、
逆
説
的
に
、「
僕
の
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
と
い
う
こ

と
、
す
な
わ
ち
「
骨
」
の
「
僕
」
に
対
す
る
外
在
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ

の
と
き
同
時
に
「
生
き
て
ゐ
た
時
」
も
「
肉
」
も
ま
た
「
僕
」
の
外
に
あ
っ

て
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
表
現
と
し
て

「
あ�

の�

け
が
ら
は
し
い
肉
」
と
遠
隔
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
骨
」
の
外
在
性
は
第
二
聯
で
よ
り
強
調
さ
れ
、
第
三
聯
で
は
「
生
き
て

ゐ
た
時
」
に
「
坐
つ
て
ゐ
た
」
り
「
食
つ
た
」
り
し
て
い
た
主
体
が
「
こ

れ
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、回
想
の
中
の
「
生
」
さ
え
も
が
や
は
り
「
僕
」

の
手
を
離
れ
て
外
在
的
に
な
っ
て
い
る
。
先
行
論
に
は
「
み
つ
ば
の
お
し
た

し
」
が
中
原
中
也
の
好
物
で
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
引
き
ず
ら
れ
た

解
釈
が
散
見
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
こ
の
聯
で
回
想
さ
れ
て
い
る
「
生
き
て
ゐ

た
時
」
の
経
験
は
、「
こ
れ
」
の
も
の
で
あ
っ
て
「
僕
」
か
ら
は
引
き
離
さ

れ
て
い
る
。「
あ
の
け
が
ら
は
し
い
肉
」
か
ら
も
「
生
き
て
ゐ
た
時
」
か
ら

も
疎
外
さ
れ
て
い
る
「
僕
」
を
読
め
る
か
ら
こ
そ
、
他
の
聯
が
す
べ
て
五
行

か
ら
成
る
の
に
対
し
て
第
三
聯
の
み
が
四
行
で
あ
る
こ
と
が
齎
す
頼
り
な
さ

を
、
発
話
の
内
容
―
―
「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
―
―
の
信
頼
性
が
い
よ
い
よ

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
、と
い
う
こ
と
と
し
て
考
え
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

既
に
冒
頭
か
ら
胚
胎
さ
れ
て
い
た
「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
と
発
話
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
強
調
さ
れ
る
「
骨
」
の
外
在
性
は
、
第
四
聯
に
至
っ

て
そ
の
発
話
の
虚
構
性
の
顕
示
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。「
ホ
ラ
ホ
ラ
、

こ
れ
が
僕
の
骨
」
と
反
復
し
か
け
る
も
、「
―
―
」
に
よ
っ
て
「
僕
」
の
発

話
が
中
断
さ
れ
、
な
に
か
ふ
と
気
付
い
た
か
の
よ
う
に
「
見
て
ゐ
る
の
は

僕
？
可
笑
し
な
こ
と
だ
」
と
言
う
の
は
、
自
ら
が
発
し
た
「
こ
れ
が
僕
の
骨

だ
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
を
振
り
返
っ
て
、言
表
（＝

発
話
さ
れ
た
も
の
）

に
潜
在
し
て
い
た
「
語
り
手
」
の
視
点
か
ら
「
可
笑
し
い
」
と
言
及
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
聯
で
は
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
は

保
た
れ
た
ま
ま
発
話
位
置
が
移
動
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
節
に
改

め
て
考
察
を
試
み
る
。

続
い
て
「
霊
魂
」
が
詩
の
な
か
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、「
見
て
ゐ
る

の
か
し
ら
？
」
と
い
う
よ
う
な
語
り
口
か
ら
す
る
と
、「
僕
」
は
「
霊
魂
」

の
存
在
を
信
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
見
て
ゐ
る
」
の
が
仮�

に�

「
僕
」

だ
と
す
る
な
ら
ば
、「
霊
魂
」
な
る
も
の
が
後
に
残
っ
て
見
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
で
も
な
る
の
か
し
ら
？
と
い
う
よ
う
な
仮
定
的
で
半
信
半
疑
の
発
話
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で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
と
き
「
霊
魂
」
と
い
う
の
は
詩
の
中
に
幻
影
と
し
て

出
現
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
僕
」
の
発
話
行
為
の
中
に
図
ら
ず
も
と
い
っ

た
形
で
訪
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
、非
表
象
的
な
言
葉
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
発
し
た
言
葉
を
後
か
ら
追
い
か
け
る
よ
う
に
駆
動
す
る
発
話

行
為
の
あ
り
方
に
従
っ
て
、
こ
の
仮
定
的
で
信
じ
ら
れ
て
い
な
い
筈
の
「
霊

魂
」
を
最
終
聯
冒
頭
の
述
部
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
。「
枯
れ
た
草
に

立
つ
て
」
い
る
そ
の
主
語
は
、「
霊
魂
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
る
の
だ
。

「
僕
」
は
「
僕
」
自
身
が
発
し
た
言
葉
の
行
為
遂
行
性
に
よ
っ
て
追
い
詰
め

ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、「
見
て
ゐ
る
の
は
、
―
―
僕
？
」
と
い
う
、
内
容

と
し
て
は
第
四
聯
の
反
復
で
あ
り
な
が
ら
、「
見
て
ゐ
る
の
は
、」
ま�

さ�

か�

本�

当�

に�

「
僕
？
」
と
で
も
言
い
た
げ
な
危
機
的
な
状
況
と
し
て
表
出
す
る
一
行

に
収
斂
す
る
。
こ
の
一
行
は
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
の
消
滅
が
し
る
し
づ
け
ら
れ
て

お
り
、
こ
こ
ま
で
き
て
よ
う
や
く
「
骨
」
が
主
格
と
な
る
準
備
が
整
っ
た
と

言
え
る
。「
骨
は
し
ら
じ
ら
と
と
ん
が
つ
て
ゐ
る
。」
と
い
う
一
行
に
お
い
て
、

「
僕
」
と
い
う
一
人
称
主
格
は
放
逐
さ
れ
、
さ
ら
に
第
四
聯
の
「
見
て
ゐ
る

の
は
僕
？
可
笑
し
な
こ
と
だ
」
と
発
話
す
る
こ
と
の
可
能
な
主
体
的
位
置
か

ら
も
移
動
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
最
終
聯
の
二
度
目
の
「
―
―
」
の

挿
入
に
よ
っ
て
も
知
ら
さ
れ
る
の
だ
。

３

虚
構
の
「
語
り
手
」
と
し
て
の
「
霊
魂
」

「
僕
の
骨
」
か
ら
「
骨
は
」
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
も
う
一
度
よ
く
目
を
凝

ら
せ
ば
、「
ヌ
ツ
ク
と
出
た
、
骨
の
尖
。」（
第
一
聯
）
か
ら
い
つ
の
間
に
か

「
立
札
ほ
ど
の
高
さ
に
」（
最
終
聯
）
ま
で
露
出
し
て
い
る
「
骨
」
の
様
態

に
気
づ
く
。

だ
か
ら
、
実
は
こ
の
詩
の
中
に
は
語
り
の
速
度
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
の

時
間
の
経
過
が
あ
る
。
詩
世
界
内
の
時
間
に
は
、「
骨
」
が
「
尖
」
を
露
出

さ
せ
て
い
た
時
点
か
ら
、
最
終
行
で
「
立
札
ほ
ど
の
高
さ
」
に
ま
で
露
わ
に

な
る
時
点
の
あ
い
だ
に
空
白
が
あ
る
。
風
化
と
見
る
か
、
墓
石
の
イ
メ
ー（

１４
）ジ

を
見
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
か
な
り
長
い
時
間
の
経
過
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
骨
」
の
露
出
の
進
行
は
、
説
明
に
よ
っ
て
加
速

さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
回
限
り
の
飛
び
去
る
よ
う
に
経
過
し
た
時
間

が
最
終
聯
に
暗
示
さ
れ
る
。「
僕
」
は
自
ら
の
発
話
に
遅
れ
る
の
み
な
ら
ず
、

詩
世
界
内
に
経
過
し
た
時
間
か
ら
も
置
き
去
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
霊
魂
」
た
る
条
件
を
備
え
、最
終
行
に
漂
っ
て
「
見
て
ゐ
る
」
の
で
あ
る
。

で
は
、
第
四
聯
に
つ
い
て
さ
ら
に
検
証
を
重
ね
る
こ
と
で
、「
霊
魂
」
の

非
表
象
性
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
た
い
。「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨

―
―
見
て
ゐ
る
の
は
僕
？
」
と
い
う
問
題
の
切
所
が
提
示
し
て
い
る
の
は
、

冒
頭
の
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
と
い
う
言
表
行
為
を
遂
行
し

て
い
る
主
体
を
、
言
表
内
容
の
主
体
と
し
て
繰
り
入
れ
る
こ
と
で
起
こ
る

「
僕
」
の
二
重
化
の
状
態
で
あ
る
。「
―
―
」
の
挿
入
と
「
僕
の
骨
（
だ
）」

の
中
断
は
言
表
行
為
の
主
体
の
痕
跡
と
な
り
、発
話
位
置
が
移
動
し
た
こ
と
、

つ
ま
り
二
度
目
の
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、」
の
繰
り
返
し
が
一
度
目
の
「
ホ
ラ
ホ

ラ
、」
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
第
一
聯
の

「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
を
引
用
す
る
こ
と
で
発
話
す
る
現
在
に
位
置
す
る
「
僕
」
を

更
新
し
て
い
く
過
程
で
あ
り
、
言
表
の
虚
構
性
を
暴
露
す
る
「
語
り
手
」
の

視
座
を
以
て
「
可
笑
し
な
こ
と
だ
」
と
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
問
題
は
そ
の
後
で
あ
り
、「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
と
い
う
言
表
が

虚
構
で
な
い
と
す
れ
ば
「
霊
魂
」
が
「
見
て
ゐ
る
の
か
し
ら
？
」
と
い
う
仮
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定
的
な
展
開
で
あ
る
。
重
要
な
点
は
、
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、「
霊

魂
」
が
そ
う
し
た
仮
定
的
な
語
り
口
の
中
に
生
成
さ
れ
た
非
表
象
的
な
言
葉

で
し
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
そ
の
現
れ
方
に
あ
る
。「
霊
魂
」
は
こ
こ

で
「「
骨
」・「
僕
（
霊
魂
）」・「
肉
体
」
と
い
う
三
項
の
構
造
」
の
う
ち
に
対

立
す
る
概
念
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ふ
い
に
口
を

つ
い
て
出
て
し
ま
っ
た
と
で
も
い
う
か
の
よ
う
な
語
り
口
の
も
と
で
、
詩
世

界
内
に
対
応
物
の
な
い
表
層
的
な
記
号
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
で

「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
と
断
定
す
る
主
体
を
仮
構
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ

の
発
話
の
内
容
の
信
頼
性
を
失
わ
せ
、「
可
笑
し
な
こ
と
だ
」
と
切
り
返
し

て
虚
構
性
を
顕
示
し
、
し
か
も
敢
え
て
そ
の
虚
構
に
乗
っ
て
み
せ
る
か
の
よ

う
に
「
霊
魂
」
を
持
ち
出
す
展
開
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
察
し
得
る

か
。酒

井
直
樹
は
、
戦
後
詩
に
お
け
る
〈
私
は
死
ん
だ
〉
と
い
う
命
題
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
命
題
を
言
表
す
る
「
私
」（
発
話
行
為
の
主
体
）
と
こ
の
命
題
の

存
在
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
る
「
私
」（
被
発
話
態
の
主
語
）
と
の
分
裂

を
示
す
こ
と
で
、
こ
れ
は
言
語
使
用
に
固
有
の
根
本
的
か
つ
必
然
的
な

矛
盾
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
つ
ま
り
言
表
行
為
が
そ
の
意
味
作
用
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
発
話
行
為
の
主
体
は
忘
れ
ら
れ
、
行
方
不
明
に

な
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
匿
名
の
「
私
」
へ
と
変
身
さ
せ
ね
ば
な
ら
な

（
１５
）い。

書
く
こ
と
に
お
い
て
は
「
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
」
と
も
〈
私
は
死
ん
だ
〉
と

も
言
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
自
明
性
に
「
―
―
」
を
挿
入
し
、
そ
の
虚
構

性
に
つ
い
て
「
可
笑
し
な
こ
と
」
と
言
う
の
な
ら
、
挿
入
句
的
な
位
相
に
お

け
る
「
霊
魂
」
と
呼
ば
れ
る
非
表
象
的
な
記
号
は
、
こ
の
と
き
「
行
方
不
明

に
な
」
っ
て
い
た
「
発
話
行
為
の
主
体
」、
す
な
わ
ち
虚
構
の
「
語
り
手
」

そ
れ
自
体
の
モ
チ
ー
フ
化
な
の
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
霊
魂
」
が
「
見
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
み

な
ら
ず
、「
霊
魂
は
あ�

と�

に�

残�

つ�

て�

、
／
ま�

た�

骨
の
処
に
や�

つ�

て�

来�

て�

、」
と

い
う
奇
妙
な
動
き
が
意
味
を
持
っ
て
読
め
て
く
る
。
書
か
れ
た
も
の
に
お
い

て
、「
霊
魂
」
す
な
わ
ち
「
語
り
手
」
は
発
話
行
為
の
後�

に�

残�

る�

。「
語
り
手
」

は
常
に
言
表
に
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
形
で
後
か
ら
そ
こ
に
仮
構
さ
れ
る
。

そ
し
て
立
ち
上
が
っ
た
主
体
が
次�

の�

詩�

句�

に�

宿�

る�

、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
あ
と
に
残
つ
て
、
／
ま
た
骨
の
処
に
や
つ
て
来
て
、」
と
い
う
「
霊
魂
」

の
動
態
は
、
虚
構
の
「
語
り
手
」
な
る
も
の
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
と
と
も

に
、「
骨
」
と
い
う
詩
の
進
み
行
き
の
仕
方
そ
の
も
の
へ
の
言
及
な
の
で
あ

り
、「
半
ば
は
枯
れ
た
草
に
立
つ
て
」
が
「
霊
魂
」
を
言
外
の
主
語
と
し
て

担
い
直
す
展
開
が
、
虚
構
で
あ
る
「
霊
魂
」
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
再
構
成
さ
れ
る
、「
骨
」
一
篇
の
〈
フ
ォ
ル
ム
〉
を
纏
め
上
げ
る
表
現

主
体
の
方
法
意
識
に
は
明
ら
か
に
、書
か
れ
た
も
の
と
し
て
の
詩
の
な
か
に
、

発
し
た
言
葉
を
後
か
ら
追
い
か
け
る
よ
う
に
駆
動
す
る
発
話
行
為
を
い
か
に

し
て
実
現
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

４
「
盲
目
の
秋
」
と
「
骨
」
の
共
通
性
と
方
法
的
差
異

中
原
の
詩
に
お
け
る
発
話
位
置
の
移
動
に
関
わ
る
も
の
で
言
え
ば
、「
三

歳
の
記
憶
」
や
「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
」
に
つ
い
て
の
北
川
透
や
加
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藤
典
洋
の
示
唆
に
富
む
指
摘
が
あ（

１６
）る。
だ
が
敢
え
て
こ
こ
で
比
較
し
て
み
た

い
の
は
、「
盲
目
の
秋
」（
初
出
「
白
痴
群
」
一
九
三
〇
﹇
昭
五
﹈
年
四
月
、

所
収
『
山
羊
の
歌
』
文
圃
堂
書
店
、
一
九
三
四
﹇
昭
九
﹈・
一
二
）
と
い
う

四
つ
の
章
か
ら
成
る
長
篇
詩
で
あ
る
。
制
作
年
代
に
や
や
開
き
が
あ
り
、
収

録
さ
れ
た
詩
集
も
異
な
る
両
者
で
あ
る
が
、
端
的
に
は
「
骨
は
し
ら
じ
ら
と

と
ん
が
つ
て
ゐ
る
。」（「
骨
」
最
終
行
）
に
対
し
て
「
す
れ
ば
私
は
心
地
よ

よ
み
ぢ

く
、
う
ね
う
ね
の
暝
土
の
経
を
昇
り
ゆ
く
。」（「
盲
目
の
秋
」
最
終
行
）
で

閉
じ
ら
れ
る
点
に
、
既
に
共
通
性
と
方
法
的
差
異
を
見
出
せ
る
。
以
下
、「
盲

目
の
秋
」
の
各
章
を
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
順
に
追
っ
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。

風
が
立
ち
、
浪
が
騒
ぎ
、

無
限
の
前
に
腕
を
振
る
。（「
Ⅰ
」
第
一
聯
）

も
う
永
遠
に
帰
ら
な
い
こ
と
を
思
つ
て

酷
薄
な
嘆
息
す
る
の
も
幾
た
び
で
あ
ら
う
…
…

私
の
青
春
は
も
は
や
堅
い
血
管
と
な
り
、

ひ
が
ん
ば
な

そ
の
中
を
曼
珠
沙
華
と
夕
陽
と
が
ゆ
き
す
ぎ
る
。

そ
れ
は
し
づ
か
で
、
き
ら
び
や
か
で
、
な
み
な
み
と
湛
え
、

ゑ
ま

去
り
ゆ
く
女
が
最
後
に
く
れ
る
笑
ひ
の
や
う
に
、

お
ご
そ
厳
か
で
、
ゆ
た
か
で
、
そ
れ
で
ゐ
て
侘
し
く

異
様
で
、
温
か
で
、
き
ら
め
い
て
胸
に
残
る
…
…

あ
ゝ
、
胸
に
残
る
…
…
（「
Ⅰ
」
第
四
―
八
聯
）

「
Ⅰ
」
の
「
去
り
ゆ
く
女
」
が
登
場
す
る
二
行
に
つ
い
て
、
永
藤
武
は

「
比
喩
す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
が
、
完
全
に
混
淆
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い（

１７
）る。「
言
葉
の
か
か
り
方
か
ら
す
る
な
ら
「
胸
に
残
る
」
の

は
、「
曼
珠
沙
華
と
夕
陽
」
に
他
な
ら
な
い
」
に
も
拘
わ
ら
ず
、「「
あ
ゝ

胸
に
残
る
…
…
」
と
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る
長
い
一
文
の
流
れ
か
ら
す
る

な
ら
、「
胸
に
残
る
」
の
は
む
し
ろ
「
去
り
ゆ
く
女
が
最
後
に
く
れ
る
笑
ひ
」

そ
の
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
く
る
」。
永
藤
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
比
喩
と

し
て
到
来
し
た
「
去
り
ゆ
く
女
」
が
、「
胸
に
残
る
…
…
」
の
リ
フ
レ
イ
ン

に
よ
っ
て
、
こ
の
後
の
詩
の
展
開
の
中
に
痕
跡
と
し
て
「
残
る
」。

そ
の
こ
と
が
判
明
す
る
の
は
「
Ⅲ
」
以
降
を
読
み
進
め
て
後
、「
お
ま
へ
」

と
呼
ば
れ
る
〈
女
〉
が
現
れ
る
た
め
に
、
読
者
が
翻
っ
て
因
果
関
係
を
再
構

成
す
る
と
き
で
あ
る
。「
Ⅰ
」
に
あ
る
の
は
先
行
論
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ

う
な
「
去
り
ゆ
く
女
」
の
「
物（

１８
）語」
で
は
な
い
。「
し
づ
か
で
、
き
ら
び
や

か
で
、
な
み
な
み
と
湛
え
、」「
厳
か
で
、
ゆ
た
か
で
、
そ
れ
で
ゐ
て
侘
し
く
」

「
異
様
で
、
温
か
で
、
き
ら
め
い
て
」
と
い
う
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
形
容
表

現
は
、「
そ
れ
」
の
指
示
内
容
と
「
胸
に
残
る
」
も
の
の
正
体
と
の
間
に
あ

る
微
妙
な
ズ
レ
を
こ
そ
強
調
し
増
幅
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
去
り
ゆ

く
女
」
は
こ
こ
で
は
ま
だ
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
。「
あ
ゝ

胸
に
残
る

…
…
」
と
い
う
詠
嘆
は
、「
胸
に
残
る
」
も
の
の
正
体
が
宙
吊
り
に
さ
れ
た

ま
ま
「
私
」
に
感
得
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
示
す
。
そ
れ
は
冒
頭
か
ら

三
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
無
限
の
前
に
腕
を
振
る
」
と
い
う
「
私
」
の
行
為
と

相
同
的
な
の
で
あ
る
。
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ま
ず
こ
の
「
Ⅰ
」
に
「
骨
」
と
共
通
す
る
方
法
を
指
摘
で
き
る
。「
盲
目

の
秋
」
な
ら
「
去
り
ゆ
く
女
」、「
骨
」
な
ら
「
霊
魂
」
と
い
う
、
一
方
は
比

喩
と
し
て
、
も
う
一
方
は
仮
定
的
な
語
り
口
の
中
で
現
れ
る
対
応
物
の
な
い

表
層
的
な
言
葉
が
、
言
表
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
ゆ
く

か
の
よ
う
に
詩
が
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
あ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。（「
Ⅱ
」
第
一
聯
）

人
に
は
自
恃
が
あ
れ
ば
よ
い
！

そ
の
余
は
す
べ
て
な
る
ま
ゝ
だ
…
…

自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、

た
だ
そ
れ
だ
け
が
人
の
行
ひ
を
罪
と
し
な
い
。（「
Ⅱ
」
第
三
―
四
聯
）

「
Ⅱ
」
で
は
、「
こ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
あ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
／

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。」
と
い
う
何
か
を
頭
か
ら
振
り
払
お

う
と
す
る
身
ぶ
り
へ
と
転
調
す
る
。「
盲
目
の
秋
」
と
い
う
題
を
端
的
に
体

現
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の
章
は
、「
Ⅰ
」
の
文
脈
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
胸
に
残

る
」
も
の
の
正
体
の
宙
吊
り
状
態
に
耐
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
身
振
り
な
の

で
あ
り
、
何
か
を
見
ま
い
と
目
を
瞑
ろ
う
と
す
る
振
る
舞
い
は
、
そ
こ
に
暗

示
さ
れ
て
い
る
欠
落
を
逆
照
射
す
る
。「
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
」、

「
自
恃
が
あ
れ
ば
よ
い
」
と
言
う
こ
と
の
裡
に
、
遠
ざ
け
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
孕
ま
れ
る
欠
落
を
補
完
す
る
よ
う
に
、
次
章
に
「
私
の
聖
母
」
が
現

れ
る
。

サ
ン
タ
・
マ
リ
ヤ

私
の
聖
母
！

と
に
か
く
私
は
血
を
吐
い
た
！
…
…

お
ま
へ
が
情
け
を
う
け
て
く
れ
な
い
の
で
、

と
に
か
く
私
は
ま
ゐ
つ
て
し
ま
つ
た
…
…

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
が
素
直
で
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、

そ
れ
と
い
ふ
の
も
私
に
意
気
地
が
な
か
つ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、

私
が
お
ま
へ
を
愛
す
る
こ
と
が
ご
く
自
然
だ
つ
た
の
で
、

お
ま
へ
も
わ
た
し
を
愛
し
て
ゐ
た
の
だ
が
…
…

（「
Ⅲ
」
第
一
―
二
聯
）

せ
め
て
死
の
時
に
は
、

あ
の
女
が
私
の
上
に
胸
を
披
い
て
く
れ
る
で
せ
う
か
。

そ
の
時
は
白
粧
を
つ
け
て
ゐ
て
は
い
や
、

そ
の
時
は
白
粧
を
つ
け
て
ゐ
て
は
い
や
。

（「
Ⅳ
」
第
一
聯
）

た
だ
は
ら
ら
か
に
は
ら
ら
か
に
涙
を
含
み
、

あ
た
た
か
く
息
づ
い
て
ゐ
て
く
だ
さ
い
。

―
―
も
し
も
涙
が
流
れ
て
き
た
ら
、

い
き
な
り
私
の
上
に
う
つ
俯
し
て
、

そ
れ
で
私
を
殺
し
て
し
ま
つ
て
も
い
い
。よみ

ぢ

す
れ
ば
私
は
心
地
よ
く
、
う
ね
う
ね
の
暝
土
の
経
を
昇
り
ゆ
く
。

（「
Ⅳ
」
第
三
―
―
最
終
聯
）

「
Ⅲ
」
か
ら
、
詩
は
四
行
・
四
行
・
三
行
・
三
行
の
ソ
ネ
ッ
ト
風
の
形
式
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を
採
る
。
こ
の
章
で
「
Ⅰ
」
の
比
喩
と
し
て
到
来
し
た
「
去
り
ゆ
く
女
」
が

「
私
の
聖
母
！
」
あ
る
い
は
「
お
ま
へ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て

現
れ
た
と
解
釈
さ
れ
る
。

「
私
」
と
「
お
ま
へ
」
の
関
係
は
、
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
云
う
一
人
称
と

二
人
称
の
鏡
像
的
な
関
係
性
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来（

１９
）る。「
私
」
と

〈
女
〉
と
の
鏡
像
的
な
対
称
性
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
私
が
お
ま
へ
を
愛

す
る
こ
と
が
ご
く
自
然
だ
つ
た
の
で
、
／

お
ま
へ
も
わ
た
し
を
愛
し
て

ゐ
た
の
だ
が
…
…
」
と
い
う
、〈
女
〉
を
二
人
称
「
お
ま
へ
」
と
呼
ぶ
と
き

で
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
こ
の
箇
所
の
「
私
」
↓
「
わ
た
し
」
へ
の
変
換
の

意
味
は
、
エ
ス
ポ
ジ
ト
に
よ
る
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
解
釈
を
参
照
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
よ
り
明
瞭
に
な
る
。

私
は
つ
ね
に
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
な
仕
方
で
君
を
包
含
し
、
そ

の
君
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
君
も
ま
た
私
な
し
に
は
存
在

し
な
い
。
私
は
君
を
私
か
ら
切
り
離
し
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
君
を

指
示
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
一
人
称
・
二
人
称
は
同
一
平

面
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
な

か
で
の
み
君
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
る
よ
う
な
、
関
係
領
域
お
よ
び
時

空
の
座
標
を
規
定
す
る
の
は
つ
ね
に
私
だ
か
ら
で
あ（

２０
）る。

「
わ
た
し
」
は
「
お
ま
へ
」
の
視
点
に
よ
っ
て
平
仮
名
表
記
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、「
お
ま
へ
」
が
「
愛
し
て
ゐ
た
」「
私
」
を
「
私
」
の
視
点

か
ら
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
と
い
う
表
記
に
変
換
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
二
行
の
表
現
主
体
の
方
法
意
識
の
裡

に
は
、「
君
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
る
よ
う
な
、
関
係
領
域
お
よ
び
時
空
の

座
標
を
規
定
す
る
の
は
つ
ね
に
私
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
人
称
観
念
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、「
お
ま
へ
」
を
今
度
は
「
あ
の
女
」
と
い
う

三
人
称
で
言
い
換
え
る
こ
と
に
は
、「
話
し
相
手
を
人
称
の
通
常
の
位
置
か

ら
救
い
だ
す
と
い
う
意
図
」（
エ
ス
ポ
ジ
ト
）
が
読
め
る
。

最
終
章
で
は
、「
お
ま
へ
」
か
ら
「
あ
の
女
」
へ
と
遠
隔
化
さ
れ
、
呼
び

か
け
る
対
象
に
届
く
こ
と
を
殆
ど
絶
望
し
つ
つ
、
臨
終
の
時
を
夢
想
す
る
。

関
根
英
二
は
「
Ⅳ
」
の
中
で
「
相
手
へ
呼
び
か
け
る
ス
ピ
ー
チ
レ
ヴ
ェ
ル
が

小
刻
み
に
変
化
す
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、「
丁
寧
形
」
と
「
く
だ
け

た
内
輪
の
語
り
口
」
と
を
行
き
来
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
あ
の
女
」
が

「「
母
性
の
二
つ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
―
―
聖
化
さ
れ
た
慈
母
の
権
威
と
自

他
未
分
の
む
ず
か
り
合
い
を
許
す
エ
ロ
ス
性
を
帯
び
た
愛
人
―
―
」
の
あ
い

だ
を
両
義
的
に
漂
い
続
け
る
」
と
論
じ
、「
女
に
両
義
的
に
託
さ
れ
た
期
待

を
一
つ
に
統
合
し
き
れ
な
い
」「
自
己
」
像
を
読
み
込
ん
で
い（

２１
）る。

「
私
」
が
〈
女
〉
と
の
同
一
化
を
夢
見
つ
つ
語
る
こ
と
で
む
し
ろ
「
私
」

の
語
り
口
の
方
が
分
裂
し
て
し
ま
う
と
い
う
関
根
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
も

の
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
分
裂
は
「
私
」
と
「
お
ま
へ
」
の
鏡

像
関
係
か
ら
「
あ
の
女
」
と
い
う
三
人
称
に
呼
び
換
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
引

き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
盲
目
の
秋
」
の
最
終
聯
が
「
私
」
の
死
の
夢
想
で
あ
る
点
も
、「
骨
」

と
の
方
法
的
差
異
を
み
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
最
終
詩
句
に
行
き
当
た

る
と
き
、「
Ⅰ
」
の
「
も
う
永
遠
に
帰
ら
な
い
こ
と
を
思
つ
て
」
と
い
う
詩

句
と
の
照
応
関
係
が
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
「
も
う
永
遠
に
帰

ら
な
い
」
の
は
「
私
の
青
春
」
で
は
な
く
「
私
」
自
身
で
あ
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
が
、「
Ⅳ
」
で
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。い
ず
れ
も
「
私
」
／
「
僕
」
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の
死
が
冒
頭
に
予
見
さ
れ
る
か
先
取
り
さ
れ
て
い
て
、
最
終
詩
句
に
お
い
て

再
び
そ
の
死
に
言
及
す
る
と
き
に
は
冒
頭
か
ら
の
進
展
が
あ
る
と
い
う
螺
旋

構
造
を
成
し
て
い
る
。「
盲
目
の
秋
」
は
「
無
限
の
前
に
腕
を
振
る
」（「
Ⅰ
」）

よ
み
ぢ

か
ら
「
す
れ
ば
私
は
心
地
よ
く
、
う
ね
う
ね
の
暝
土
の
経
を
昇
り
ゆ
く
」

（「
Ⅳ
」）
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
、「
骨
」
の
場
合
は
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕

の
骨
だ
、」
か
ら
「
骨
は
し
ら
じ
ら
と
と
ん
が
つ
て
ゐ
る
」
に
至
る
プ
ロ
セ

ス
と
し
て
比
較
す
る
と
き
、
差
異
は
特
に
発
話
位
置
の
移
動
が
あ
る
か
ど
う

か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。

「
盲
目
の
秋
」
の
各
章
は
、「
Ⅰ
」
か
ら
顕
在
化
す
る
「
私
」（「
Ⅱ
」
で

は
「
私
」
と
い
う
一
人
称
詞
自
体
は
出
現
し
な
い
が
、「
Ⅰ
」
を
踏
ま
え
て

い
る
た
め
に
潜
在
し
て
い
る
）
を
定
点
と
す
る
遠
近
法
の
変
化
が
「
去
り
ゆ

く
女
」
／
「
私
の
聖
母
」
／
「
お
ま
へ
」
／
「
あ
の
女
」
と
い
う
〈
女
〉
の

あ
り
様
を
変
移
さ
せ
る
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
呈
示
し
て
い
る
。
発
話
位
置

か
ら
す
る
と
あ
く
ま
で
も
一
点
透
視
図
法
的
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
詩

に
与
え
ら
れ
た
題
が
「
盲�

目�

の
秋
」
で
あ
る
の
は
、
む
ろ
ん
理
性
的
な
判
断

を
欠
い
た
主
体
を
暗
示
す
る
と
い
う
意
味
で
は
皮
肉
な
の
だ
が
、
こ
の
詩
は

ま
さ
に
発
話
位
置
が
「
私
」
に
限
定
さ
れ
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
な
わ
ち
一
点
透
視
図
法
の
「
盲
目
」
性
に
よ
っ
て
、「
Ⅳ
」
の
ク
ラ
イ
マ
ッ

ク
ス
へ
と
至
る
。
タ
イ
ト
ル
は
、
こ
の
詩
が
あ
く
ま
で
も
一
人
称
主
格
の
世

界
の
触
知
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
位
置
か
ら
の
発
話
行
為
が
〈
女
〉
へ

の
恨
み
言
と
祈
り
を
同
時
に
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
告
げ
る
の

だ
。「

盲
目
の
秋
」
に
お
け
る
発
話
位
置
の
固
定
化
と
被
限
定
性
を
決
定
づ
け

る
の
は
、「
Ⅱ
」
に
登
場
す
る
「
こ
れ
が
ど
う
な
ら
う
と
、
あ
れ
が
ど
う
な

ら
う
と
、
／
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
の
だ
。」
と
い
う
何
か
を
見
ま

い
と
す
る
ふ
る
ま
い
、「
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、
自
恃
だ
、」
と
い
う

自
ら
へ
の
言
い
聞
か
せ
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
の
「
盲
目
」
性
は
、「
骨
」
に

お
け
る
「
ホ
ラ
ホ
ラ
、
こ
れ
が
僕
の
骨
だ
、」
と
い
う
〈
道
化
調
〉
の
身
振

り
に
通
じ
て
い
る
。
２
節
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、〈
道
化
調
〉
の
演
技
性
は
、

そ
れ
を
以
て
語
る
「
僕
」
が
、
語
り
得
ぬ
こ
と
を
背
後
に
潜
在
さ
せ
つ
つ
自

ら
は
語
ら
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
「
骨
」
の
場

合
に
は
、
一
人
称
「
僕
」
の
ま
ま
に
発
話
位
置
を
移
動
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
で

最
終
的
に
「
僕
」
と
い
う
一
人
称
か
ら
の
脱
主
体
化
を
果
た
す
。
そ
の
意
味

で
「
盲
目
の
秋
」
は
「
骨
」
と
い
く
つ
か
の
共
通
点
を
持
ち
な
が
ら
「
骨
」

と
逆
方
向
に
向
か
う
過
程
で
あ
る
と
言
え
る
。

５
〈
死
〉
と
「
人
称
」、
発
話
位
置

一
九
三
四
﹇
昭
九
﹈
年
を
初
出
と
す
る
「
骨
」
が
超
越
（
論
）
的
な
主
体

を
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
批
判
的
に
介
し
て
対
立
図
式
的
な
解
釈
を
乗
り

越
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
浮
上
し
て
き
た
発
話
の
位
置
性
と
い
う
問
題
が
ど

の
よ
う
な
議
論
を
喚
起
し
得
る
の
か
、
最
後
に
そ
の
見
通
し
を
述
べ
て
お
き

た
い
。
想
定
し
得
る
一
つ
は
、
近
代
の
抒
情
詩
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ

シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
に
纏
わ
る
議
論
を
媒
介
し
た
、
超
越
（
論
）
的
主
体
と

〈
死
〉
の
表
象
の
問
題
で
あ
る
。

関
根
英
二
は
、「
盲
目
の
秋
」
に
お
け
る
「
あ
の
女
」
へ
の
語
り
か
け
の

マ
マ

揺
ら
ぎ
か
ら
、「
相
互
の
通
訳
不
可
能
性
に
着
目
し
、
違
い
の
冒
険
的
な
交

差
に
現
わ
れ
る
襞
の
微
妙
な
多
彩
さ
を
掬
い
上
げ
、
歌
い
取
ろ
う
と
す
る
姿

勢
」
と
「
不
安
へ
身
を
曝
そ
う
と
す
る
意
欲
の
強
度
」
を
読
ん
で
い
る
。
森
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岡
卓
司
は
こ
れ
を
踏
ま
え
、「
そ
の
よ
う
な
二
項
関
係
の
「
強
度
」
こ
そ
、

無
限
の
二
重
化
に
よ
る
自
己
破
壊
・
更
新
を
そ
の
本
質
と
す
る
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
・
イ
ロ
ニ
ー
に
相
通
じ
る
も
の
と
し
て
、
同
時
代
の
詩
人
に
は
響

い
た
。」
と
し
て
、
立
原
道
造
の
「
別
離
」
の
宣
言
（「
四
季
」
一
九
三
八

﹇
昭
一
三
﹈・
六
）
を
引
き
、
一
九
三
五
﹇
昭
一
〇
﹈
年
前
後
の
ロ
マ
ン
主

義
の
文
脈
の
な
か
に
「
中
也
の
孤
独
病
」
を
置
き
直（

２２
）す。
こ
こ
で
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
に
「
相
通
じ
る
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
対

人
圏
」
の
対
他
性
と
「
絶
対
圏
」
の
即
自
性
と
の
対
立
の
永
続
性
が
後
者
の

強
度
を
下
支
え
す
る
と
い
う
方
法
論
な
の
だ
が
、
こ
の
指
摘
は
次
の
観
点
か

ら
言
っ
て
重
要
で
あ
る
。

三
好
行
雄
は
、中
原
中
也
と
立
原
道
造
の
二
者
に
「
四
季
派
の
抒
情
の
質
」

と
し
て
の
「
認
識
者
の
高
み
か
ら
鳥
瞰
す
る
詩
人
の
眼
」
と
い
う
評
言
を
与

え
た（

２３
）が、
従
来
「
骨
」
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
生
か
ら
脱
け
だ
し
た
地
点
」

に
立
つ
超
越
（
論
）
的
主
体
が
こ
れ
と
連
絡
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
北
川
透
が
「
こ
の
詩
の
仮
構
性
の
強
さ
は
、
最
後
ま
で
、
詩
人
中
原
の

眼
が
、
僕�

の�

骨�

を
見
る
詩
の
な
か
の
僕�

の�

視�

線�

と
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ

（
２４
）る。（
傍
点
マ
マ
）」
と
い
う
微
妙
な
表
現
に
止
め
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た

超
越
（
論
）
的
視
点
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
た
め
で
は
な
か
っ
た

か
。
同
時
代
の
立
原
の
み
な
ら
ず
、「
戦
後
の
詩
壇
が
展
開
し
た
厳
し
い
中

也
批（

２５
）判」
は
そ
う
し
た
超
越
性
の
先
に
「
中
也
の
孤
独
病
」
を
置
く
こ
と
に

よ
る
詩
人
の
権
威
化
を
衝
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
骨
」
と
い
う
詩
は

多
分
に
「
中
也
批
判
」
の
的
と
な
り
得
る
危
う
さ
を
持
つ
詩
篇
で
あ
っ
た
の

だ
。森

岡
は
、「
立
原
が
中
也
詩
に
見
、
望
ん
だ
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
構
造
」＝

「
ロ

マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
ロ
ニ
ー
の
永
久
運
動
を
推
進
す
る
」「
対
話
」
が
「
徹

底
的
に
相
対
化
」
さ
れ
、
不
能
に
陥
る
契
機
を
、
中
原
の
詩
に
お
け
る
「
死

者
」
の
「
正
直
無
比
な
目
」
が
詩
の
な
か
に
齎
す
「
死
者
と
い
う
欠
落
と
主

体
の
空
虚
」
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
森
岡
の
結
論
は
、
瀬
尾
育
生
の
「
超
越

化
」
と
「
ロ
マ
ン
主
義
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
再
び
回
収
さ
れ
は
し
ま
い
か
。

「
ロ
マ
ン
主
義
の
イ
ロ
ニ
ー
は
、
自
己
の
主
観
性
を
直
接
に
超
越
者
の
位
置

に
つ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
絶
対
感
情
を
得
る
、
と
い
う
そ
の
方
法
の
た
め

に
、
外
部
か
ら
そ
の
論
理
を
問
い
つ
め
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
、
主
体
そ
の

も
の
を
死
に
直
面
さ
せ
る
以
外
に
そ
の
正
体
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い（

２６
）る」。
瀬
尾
の
議
論
に
沿
う
な
ら
ば
、
瀬
尾

が
右
の
構
造
を
示
す
具
体
例
と
し
て
示
し
、「
社
会
群
衆
」
の
「
死
の
欲
望

と
接
続
す
る
」
と
し
た
、
三
好
達
治
の
「
す
べ
て
の
人
称
が
不
定
化
さ
れ
た

風
景
」
や
、
伊
東
静
雄
の
「
人
称
そ
の
も
の
の
分
裂
」
と
、
中
原
中
也
詩
に

お
け
る
「
人
称
」
の
あ
り
方
と
の
構
造
的
な
比
較
が
今
後
の
検
討
課
題
と
な

る
だ
ろ
う
。

瀬
尾
が
「『
四
季
』
派
」
と
「
日
本
浪
曼
派
」
の
差
異
を
超
え
て
論
及
し

て
い
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
余

地
は
今
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
シ
ェ
・
イ
ロ
ニ
ー
を
媒
介
し

た
「
超
越
化
」
と
〈
死
〉
の
表
象
の
親
和
性
の
詩
史
的
展
開
に
お
い
て
、
詩

に
お
け
る
「
人
称
」
が
問
題
化
さ
れ
る
経
緯
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
の

で
あ
る
。

本
稿
の
３
節
に
引
用
し
た
酒
井
直
樹
の
議
論
が
、
敗
戦
後
に
対
象
化
さ
れ

た
歴
史
的
経
験
と
伝
統
的
な
共
同
的
表
象
体
系
へ
の
批
判
を
地
盤
と
す
る
戦

後
詩
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
近
代
詩
人

中
原
中
也
の
〈
死
〉
を
め
ぐ
る
幾
つ
か
の
詩
篇
に
表
れ
る
特
徴
を
よ
く
説
明

し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、〈
私
は
死
ん
だ
〉
と
い
う
命
題
を
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「
言
語
使
用
」
の
「
根
本
的
か
つ
必
然
的
な
矛
盾
」
と
捉
え
る
表
現
主
体
に

よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
、
詩
の
内
部
の
発
話
位
置
と
移
動
を
め
ぐ
る
議
論
と

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
酒
井
は
田
村
隆
一
を
挙
げ
て
「
自
ら
の
他
者
性

を
守
る
た
め
に
沈
黙
」
す
る
の
で
は
な
く
、「
死
を
詩
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か

に
組
み
込
む
こ
と
」、そ
の
方
法
的
戦
略
と
し
て
人
称
指
示
詞
の
対
立
に
よ
っ

て
「
自
分
の
言
表
位
置
を
つ
ね
に
移
動
さ
せ
」、
そ
れ
に
よ
っ
て
〈
死
〉
は

「
表
現
さ
れ
た
対
象
の
な
か
で
は
な
く
、
ま
さ
に
表
現
の
媒
体
そ
の
も
の
の

な
か
で
到
来
す
る
」
と
述
べ（

２７
）る。

む
ろ
ん
田
村
隆
一
の
そ
れ
と
は
異
な
る
が
、
人
称
指
示
詞
の
対
立
と
い
う

方
法
で
言
え
ば
、「
秋
岸
清
涼
居
士
」
と
い
う
「
死
者
」
の
名
づ
け
を
め
ぐ

る
詩
に
お
け
る
、「
私
」
と
「
僕
」
の
位
相
差
と
、
そ
の
二
者
の
間
を
往
還

し
て
最
終
的
に
「
私
」
の
語
り
口
に
憑
依
す
る
〈
道
化
調
〉
の
身
振
り
の
問

題
を
以
前
指
摘
し
た
こ
と
が
あ（

２８
）る。
そ
こ
で
は
「
主
体
」
は
「
空
虚
」
な
も

の
で
は
な
く
、「
死
者
」
は
「
主
体
」
に
と
っ
て
の
「
欠
落
」
な
の
で
も
な

い
。「
秋
岸
清
涼
居
士
」
は
、「
死
者
」
と
融
け
合
う
「
私
」
の
位
相
が
、「
死

者
」
を
対
象
化
し
「
弟
」
の
不
在
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
「
僕
」
の
位
相
に
凌

駕
さ
れ
て
い
く
過
程
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
と
き
〈
道
化
調
〉
は
、「
私
」

と
「
僕
」
の
位
相
差
と
往
還
の
道
行
き
を
一
人
称
の
発
話
の
上
に
し
る
し
づ

け
る
、
そ
れ
自
体
は
特
定
の
言
表
主
体
に
還
元
不
能
な
、「
非
人
称
」
的
な

言
葉
の
身
振
り
と
し
て
機
能
す
る
。

な
ら
ば
「
骨
」
は
、
そ
う
し
た
〈
道
化
調
〉
―
―
「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
―
―
の

表
徴
で
も
っ
て
、「
自
己
の
主
観
性
を
直
接
に
超
越
者
の
位
置
に
つ
か
せ
る
」

イ
ロ
ニ
カ
ル
な
言
表
で
あ
る
か
に
見
せ
つ
つ
、〈
私
は
死
ん
だ
〉＝

「
こ
れ

が
僕
の
骨
だ
」
と
い
う
命
題
の
虚
構
性
を
暴
露
し
、
し
か
も
そ
の
虚
構
を
遂

行
し
て
み
せ
て
い
る
。
そ
こ
で
主
体
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
語

り
得
ぬ
こ
と
を
語
ら
ず
、
言
葉
に
遅
れ
る
「
盲
目
」
の
一
人
称
で
あ
る
。
自

ら
が
発
し
た
言
葉
に
胚
胎
さ
れ
た
も
の
に
常
に
後
か
ら
気
づ
き
、
発
話
の
現

在
位
置
を
ズ
ラ
し
つ
つ
発
話
の
内
容
を
辿
り
直
す
よ
う
に
駆
動
す
る
発
話
行

為
が
、
語
り
得
ぬ
こ
と
を
担
い
直
し
て
ゆ
く
。「
ホ
ラ
ホ
ラ
」
と
い
う
〈
道

化
調
〉
の
表
徴
が
消
え
る
の
は
、
こ
の
一
人
称
か
ら
の
脱
主
体
化
を
果
た
す

と
き
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
「
僕
」
で
あ
っ
た
者
は
虚
構
の
「
語
り
手
」
の

位
相
に
あ
る
「
霊
魂
」
と
し
て
漂
っ
て
い
る
。そ
の
気
配
は
、最
終
行
の
「
と

ん
が
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
口
ぶ
り
に
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
問
題
は

詩
に
お
け
る
「
人
称
」
で
あ
り
、〈
フ
ォ
ル
ム
〉＝

〈
終
始
ぶ
り
〉
か
ら
読

ま
れ
る
べ
き
詩
の
全
体
に
お
け
る
発
話
の
位
置
性
な
の
だ
。

注

（
１
）
伊
藤
信
吉
『
現
代
詩
人
論
』
河
出
書
房
、
一
九
四
〇
﹇
昭
一
五
﹈・
七

（
２
）
中
村
稔
『
現
代
教
養
文
庫

７０４

中
也
の
う
た
』
社
会
思
想
社
、
一
九

七
〇
﹇
昭
四
五
﹈・
九

（
３
）
分
銅
惇
作
『
中
原
中
也
』
講
談
社
、
一
九
七
四
﹇
昭
四
九
﹈・
九

（
４
）
森
田
進
「『
在
り
し
日
の
歌
』
論
」『
以
文
選
書
１０

中
原
中
也
研
究
』

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
五
﹇
昭
五
〇
﹈・
六

（
５
）
鮎
川
信
夫
「
中
原
中
也
論

詩
意
識
と
そ
の
方
法
」『
中
原
中
也
詩
集
』

現
代
詩
文
庫
、
一
九
七
五
﹇
昭
五
〇
﹈・
五

（
６
）
小
林
秀
雄
「
中
原
中
也
の
「
骨
」」（「
文
学
界
」
一
九
三
四
﹇
昭
九
﹈・

八
）、「
死
ん
だ
中
原
」（「
文
学
界
」
一
九
三
七
﹇
昭
一
二
﹈・
一
二
）

（
７
）
北
川
透
『
中
原
中
也
の
世
界
』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
六
八
﹇
昭
四

三
﹈・
四

「
骨
」
を
分
析
対
象
と
す
る
先
行
研
究
の
多
く
は
、
た
と
え
ば
北
川
が

述
べ
る
「《
僕
》
が
《
骨
》
を
見
て
い
る
の
は
《
故
郷
の
小
川
の
へ
り
》
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で
あ
る
の
を
見
る
と
き
、﹇
…
﹈
中
原
の
罪
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、

故
郷
の
風
土
に
つ
な
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
、
詩
人
中
原
中

也
の
像
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
因
縁
の
「
故
郷
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の

方
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
。

（
８
）
加
藤
典
洋
「
中
原
に
つ
い
て
」「
中
原
中
也
研
究
」
一
九
九
六
﹇
平

八
﹈・
三

（
９
）
金
子
兜
太
「
骨
（
在
り
し
日
の
歌
）

中
原
中
也
詩
鑑
賞
」「
国
文
学
」

一
九
七
七
﹇
昭
五
二
﹈・
一
〇

（
１０
）
中
村
誠
「〈
骨
〉
の
詩
学
―
―
中
原
中
也
・
金
子
光
晴
に
お
け
る
〈
戦

争
〉
と
〈
生
〉」「
中
原
中
也
研
究
」
二
〇
〇
六
﹇
平
一
八
﹈・
八

（
１１
）
中
原
中
也
「
撫
で
ら
れ
た
象
」
未
発
表
、
一
九
三
五
・
一
〇

「
日
本
文
学
に
し
ろ
外
国
文
学
に
し
ろ
、そ
の
作
品
の
「
流
れ
」
の
諦
視
、

「
持
続
ぶ
り
」「
終
始
ぶ
り
」
の
諦
視
、
さ
て
は
フ
ォ
ル
ム
に
就
い
て
の

理
念
、
そ
の
涵
養
が
今
日
我
々
の
緊
急
事
で
あ
る
。
と
ま
れ
、
フ
ォ
ル
ム

に
就
い
て
の
理
念
が
生
ぜ
ざ
る
限
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
り
、
ま
た
ア
マ

チ
ュ
ア
と
し
て
さ
へ
が
、
文
学
芸
術
に
興
じ
た
の
で
は
な
く
、
知
る
こ
と

の
喜
び
を
文
学
に
於
て
も
得
て
ゐ
る
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
分
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。」

（
１２
）
中
村
稔
編
著
『
名
詩
鑑
賞

中
原
中
也
』
講
談
社
、
一
九
七
九
﹇
昭
五

四
﹈・
一
〇

（
１３
）
中
原
豊
「
中
原
中
也
「
骨
」
考
」「
山
口
国
文
」
一
九
八
四
﹇
昭
五

九
﹈・
三

（
１４
）
中
原
思
郎
「
事
典
・
中
也
詩
と
故
郷
」
吉
田
凞
生
編
「
別
冊
国
文
学

中
原
中
也
必
携
」
一
九
七
九
﹇
昭
五
四
﹈・
八
／
佐
藤
泰
正
『
中
原
中
也

の
詩
の
世
界
』
教
文
館
、
一
九
八
五
﹇
昭
六
〇
﹈・
一
一
／
佐
々
木
幹
郎

『
中
原
中
也
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
﹇
昭
六
三
﹈・
四

（
１５
）
酒
井
直
樹
「
戦
後
日
本
に
お
け
る
死
と
詩
的
言
語
」『
日
本
思
想
と
い

う
問
題
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
﹇
平
九
﹈・
三

（
１６
）
北
川
透
『
中
原
中
也
わ
が
展
開
―
―
天
使
と
子
供
』
国
文
社
、
一
九
七

七
﹇
昭
五
二
﹈・
五
、
加
藤
典
洋

同
（
８
）

た
と
え
ば
加
藤
は
「
汚
れ
つ
ち
ま
つ
た
悲
し
み
に
」
の
発
話
位
置
に
つ

い
て
「
一
見
、
第
一
聯
と
第
四
聯
、
第
二
聯
と
第
三
聯
が
、
対
に
な
り
、

そ
こ
で
他
と
同
じ
よ
う
に
あ
る
倦
怠
の
中
の
悲
し
み
が
う
た
わ
れ
て
い
る

か
に
見
え
て
、
実
は
第
四
聯
だ
け
が
、
ま
っ
た
く
別
種
の
発
語
と
な
っ
て

い
る
﹇
…
﹈
／
い
わ
ば
第
一
、
第
二
、
第
三
聯
は
、
う
た
と
し
て
「
見
る

僕
」
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
第
四
聯
だ
け
は
、
第
一
聯
の
ル
フ

ラ
ン
に
見
え
て
そ
の
第
一
聯
の
う
た
う
僕
を
さ
ら
に
見
る
語
り
手
に
近
い

僕
の
位
置
か
ら
、
語
り
と
う
た
の
中
間
を
漂
う
よ
う
に
、
う
た
わ
れ
」
て

い
る
と
考
察
す
る
。

（
１７
）
永
藤
武
『
伊
東
静
雄
論
・
中
原
中
也
論
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
二
﹇
平

一
四
﹈・
二

（
１８
）
佐
々
木
幹
郎
『
中
原
中
也
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
八
﹇
昭
六
三
﹈・
四

「「
物
語
」﹇「
消
え
去
る
女
性
」
の
「
物
語
」
―
―
𠮷
田
注
﹈
そ
の
も

の
は
「
Ⅰ
」
か
ら
「
Ⅲ
」
ま
で
の
パ
ー
ト
で
終
わ
っ
て
お
り
、「
Ⅳ
」
は

そ
の
「
物
語
」
か
ら
と
り
残
さ
れ
た
男
の
心
情
表
明
の
全
面
開
花
で
あ

り
、
こ
こ
で
は
「
物
語
」
の
聞�

き�

手�

の
位
置
で
立
ち
去
っ
た
女
へ
の
オ
マ

ー
ジ
ュ
が
〈
う
た
〉
と
な
っ
て
漂
っ
て
い
る
」

（
１９
）
エ
ミ
ー
ル
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
／
河
村
正
夫
ほ
か
共
訳
『
一
般
言
語
学

の
諸
問
題
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
﹇
昭
五
八
﹈・
四

（
２０
）
ロ
ベ
ル
ト
・
エ
ス
ポ
ジ
ト
／
岡
田
温
司
監
・
訳
『
三
人
称
の
哲
学
―
―
生

の
政
治
と
非
人
称
の
思
想
』
講
談
社
、
二
〇
一
二
﹇
平
二
四
﹈・
二

（
２１
）
関
根
英
二
「
近
代
詩
と
危
機
の
〈
わ
た
し
〉
―
―
萩
原
朔
太
郎
と
中
原

中
也
」
関
根
英
二
編
『
う
た
の
響
き
・
物
語
の
欲
望
―
―
ア
メ
リ
カ
か
ら

読
む
日
本
文
学
』
森
話
社
、
一
九
九
六
﹇
平
八
﹈・
一

（
２２
）
森
岡
卓
司
「（
ポ
ロ
リ
、
ポ
ロ
リ
と
死
ん
で
ゆ
く
）
と
「
こ
ぞ
の
雪
今

い
づ
こ
」
―
―
中
原
中
也
に
お
け
る
イ
ロ
ニ
ー
と
他
者
」「
国
文
学
」
二
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〇
〇
三
﹇
平
一
五
﹈・
一
一

（
２３
）
三
好
行
雄
「
認
識
者
の
抒
情
」『
近
代
の
抒
情
』
塙
書
房
、
一
九
九
〇

﹇
平
２
﹈・
九

（
２４
）
同
（
８
）

（
２５
）
同
（
２２
）

（
２６
）
瀬
尾
育
生
『
戦
争
詩
論

１
９
１
０
―
１
９
４
５
』
平
凡
社
、
二
〇
〇

六
﹇
平
一
八
﹈・
七

（
２７
）
同
（
１５
）

（
２８
）
𠮷
田
恵
理
「「
秋
岸
清
涼
居
士
」
の
〈
道
化
調
〉
考
―
―
中
原
中
也
と

〈
宮
沢
賢
治
〉」「
日
本
近
代
文
学
」
二
〇
一
三
﹇
平
二
五
﹈・
一
一

※
中
原
中
也
の
本
文
引
用
は
す
べ
て
『
新
編
中
原
中
也
全
集
』（
角
川
書
店
）

に
拠
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
度
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
（
一
〇
月
二
六
日
、

於
関
西
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
内
容
の
一
部
に
加
筆
修
正
を
行
っ
た

も
の
で
あ
る
。
ご
教
示
く
だ
さ
っ
た
方
々
に
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
よ
し
だ
え
り

東
京
家
政
大
学
助
教
）
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