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小
山
田
浩
子
は
、
二
〇
一
〇
年
の
「
工
場
」
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。「
穴
」（『
新
潮
』

第
110
巻
９
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
）
の
芥
川
賞
受
賞
は
二
〇
一
四
年
で
あ
る
か
ら
、

現
在
お
よ
そ
八
年
の
キ
ャ
リ
ア
を
有
し
て
は
い
る
も
の
の
、
昨
今
で
は
珍
し
い
寡
作

な
作
家
で
あ
る
。「
穴
」
執
筆
時
の
様
子
を
小
山
田
自
身
は
、
以
下
の
様
に
回
想
す
る（
１
）。

	

「
穴
」
を
書
き
始
め
た
の
は
多
分
二
〇
一
二
年
の
頭
く
ら
い
で
、
掲
載
さ
れ
た

の
が
二
〇
一
三
年
の
夏
だ
か
ら
、
一
年
半
も
書
い
た
り
直
し
た
り
嫌
に
な
っ
た

り
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。（
中
略
）
何
と
か
仕
上
げ
て
編
集
者
に

送
っ
た
と
き
、
書
き
始
め
た
こ
ろ
は
妊
娠
の
気
配
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
私
は

す
で
に
お
腹
が
大
き
く
な
り
か
か
っ
て
い
た
。

作
家
論
的
な
事
実
と
し
て
の
「
妊
娠
」
が
、
小
説
の
中
で
は
大
し
た
関
心
を
払
わ

れ
て
い
な
い
。
い
や
、
正
確
に
は
、
母
に
な
る
と
い
う
期
待
や
希
望
に
基
づ
く
感
覚

が
希
薄
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
い
い
か
。

む
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
作
家
言
説
は
、
必
ず
し
も
作
中
の
感
覚
の
補
完
に
は
益
し

な
い
わ
け
で
、
に
も
関
わ
ら
ず
こ
う
し
た
言
説
を
―
そ
れ
も
受
賞
記
念
の
エ
ッ
セ

イ
に
お
い
て
―
述
べ
よ
う
と
し
た
こ
と
を
考
慮
し
な
い
作
家
論
的
な
判
断
に
は
、

一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

別
の
エ
ッ
セ
イ（
２
）で

は
、「
幻
想
的
に
見
え
る
」
と
い
う
読
者
の
評
価
に
対
し
て
の
違

和
感
を
述
べ
て
い
た
り
、
元
の
タ
イ
ト
ル
が
「
嫁
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
実
母
の
存
在

を
無
か
っ
た
こ
と
に
し
た
り
舅
の
設
定
を
変
え
た
り
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
実
作
の
「
舞

台
裏
」
を
躊
躇
無
く
語
っ
て
い
る
。

作
家
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
状
況
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
と
作
品
そ
の
も
の
が
必
ず

し
も
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
。
そ
し
て
、
両
者
の
懸
隔
を
作
家
自
ら
が
語
っ
て
し
ま

う
こ
と
。
こ
の
状
況
を
見
極
め
な
い
限
り
、
作
家
的
言
説
か
ら
の
作
品
分
析
自
体
が

あ
る
種
の
「
陥
穽
」
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

で
は
、
こ
う
し
た
言
説
以
前
に
お
い
て
、「
作
品
」
自
体
は
ど
う
評
価
さ
れ
た
の

か
。
芥
川
賞
の
「
選
評（
３
）」

を
見
て
み
る
。

	

タ
イ
ト
ル
の
「
穴
」
が
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
大
し
た

問
題
で
は
な
い
。
何
か
を
象
徴
し
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
あ
か
ら
さ
ま
に

な
っ
て
し
ま
う
と
作
品
が
定
型
に
堕
す
る
こ
と
を
作
者
は
知
っ
て
い
る
の
だ
と

思
う
。「
穴
」
が
何
を
象
徴
す
る
か
、
絶
対
に
明
ら
か
に
は
し
な
い
と
い
う
意
志

さ
え
感
じ
た
。

「
穴
」
の
象
徴
的
な
意
味
は
確
定
不
能
で
あ
る
と
い
う
村
上
龍
の
「
選
評
」
は
、
タ

イ
ト
ル
を
め
ぐ
る
言
説
の
典
型
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
一
方
で
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
「
平

凡
な
一
主
婦
が
な
べ
て
抱
く
で
あ
ろ
う
心
の
穴
の
普
遍
化
」
と
し
て
、
そ
れ
が
突
然

消
え
て
し
ま
う
と
い
う
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
る
宮
本
輝
の
「
手

法
や
様
式
の
類
型
化
」
も
、
同
じ
タ
イ
プ
の
言
説
の
裏
表
と
言
え
よ
う
。

小
川
洋
子
と
川
上
弘
美
は
ど
ち
ら
も
「
見
え
る
／
見
え
な
い
」
と
い
う
問
題
を
取

り
上
げ
、
堀
江
敏
幸
と
高
樹
の
ぶ
子
は
「
日
常
／
非
日
常
」
あ
る
い
は
そ
の
「
境
界
」

を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
言
説
の
特
徴
は
、
そ
の
二
項
対
立
の

根
底
に
「
笑
い
」
の
要
素
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

日
常
的
不
安
の
諸
相
―
小
山
田
浩
子
「
穴
」
論

疋

田

雅

昭
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そ
う
考
え
れ
ば
、「
薄
気
味
悪
い
」
人
々
が
沢
山
居
る
中
で
「
主
人
公
の
夫
」
こ
そ

が
「
一
番
怖
い
」
と
す
る
山
田
詠
美
や
、「
常
に
自
己
正
当
化
し
な
が
ら
、
深
く
考
え

ま
い
」
と
し
て
い
る
語
り
手
を
指
摘
す
る
島
田
雅
彦
も
、
実
は
、
こ
の
二
項
対
立
の

背
景
を
諧
謔
的
に
捉
え
る
か
、
畏
怖
の
一
要
素
と
し
て
捉
え
る
か
の
違
い
で
あ
っ
て
、

小
説
の
対
照
的
な
構
造
性
に
関
心
を
示
し
て
い
る
点
に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
諸
問
題
は
、
作
品
公
開
後
の
作
家
言
説
の
影
響
下
に
お
い
て
確

実
に
変
容
し
て
い
る
。

小
野
正
嗣
は
、
こ
の
作
品
に
あ
る
種
の
「
絶
妙
さ
」
を
、「
ユ
ー
モ
ア
」
と
「
見
え

る
／
見
え
な
い
」
問
題
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
「
選
評
」
に
お
け
る

読
み
の
水
準
に
あ
る（
４
）と

言
え
る
が
、「
労
働
」
の
「
欺
瞞
性
」
に
気
が
つ
き
再
び
回
収

さ
れ
る
と
読
む
森
本
奈
理（
５
）や
笙
野
頼
子（
６
）、
家
族
の
再
生
産
を
負
う
機
能
へ
と
戻
っ
て

ゆ
く
と
読
む
武
田
将
明（
７
）な
ど
の
読
み
方
は
、
作
家
言
説
の
影
響
下
に
あ
る
言
説
の
典

型
で
あ
ろ
う
。

仮
に
こ
う
し
た
読
み
方
を
「
作
家
的
言
説
以
後
」
と
捉
え
よ
う
と
し
た
時
、
以
下

の
矢
野
利
裕
の
時
代
状
況
把
握（
８
）に
、
一
定
の
首
肯
を
示
し
つ
つ
も
、
小
山
田
の
世
界

観
へ
の
評
価
と
し
て
は
、
一
定
の
留
保
を
置
く
こ
と
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
意
味
で
、「
私
」
が
迷
い
込
む
異
世
界
は
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
の
「
眼

を
も
っ
て
」」（
蔵
原
惟
人
）
見
ら
れ
た
世
界
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
穴
」
に

お
い
て
、
保
坂
的
な
日
常
の
捉
え
返
し
は
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
前
衛
」
の
視
線
に

支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
い
や
、「
穴
」
だ
け
で
は
な
い
。
現
代
の
「
新
感
覚
」

系
は
し
ば
し
ば
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
的
な
「
前
衛
」
と
ふ
し
だ
ら
に
結
ば
れ

て
い
る
。

「
三
派
鼎
立
」
的
な
昭
和
文
学
史
の
図
式
を
現
代
に
当
て
は
め
た
説
明
は
実
に
鮮
や

か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
か
つ
て
対
立
し
て
い
た
（
様
に
見
え
る

0

0

0

0

0

と
も
言
え
る
）

両
者
が
、
補
完
の
関
係
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
も
し
、
こ
の
両
者
が
不

徹
底
な
ま
ま
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
関
係
は
確
か
に
「
ふ
し
だ
ら
」

な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
山
田
に
お
け
る
新
し
い
「
感
覚
」
は
、「
感
覚
」
に
見
え

る
よ
う
に
周
到
に
仕
組
ま
れ
た
「
構
造
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
表
現
は
「
前
衛
」
的

な
「
形
式
」
だ
と
言
え
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
中
で
世
界
を
見
つ
め
る
「
眼
」
は
、

結
果
的
に
現
代
の
新
し
い
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
「
感
覚
」
を
可
視
化
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
、「
内
容
」
な
の
だ
と
し
て
も
、「
形
式
」
と
「
内
容
」
は
、「
ふ
し

だ
ら
」
な
の
で
は
な
く
、
強
固
な
形
で
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。

か
つ
て
の
論
争
で
、「
内
容
」
と
「
形
式
」
の
両
者
は
必
ず
し
も
二
項
対
立
的
要
素

で
は
な
い
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
陣
営
の
反
論
に
、
最
後
ま
で
乖
離
あ
る
い
は
対
立

に
拘
っ
た
の
は
、
前
衛
の
陣
営
の
方
だ
っ
た
の
だ
が
、
新
し
い
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

は
ま
た
同
じ
図
式
で
批
判
に
晒
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
論
は
、
小
山
田
の
「
穴
」
の
読
解
を
通
し
て
、
こ
の
「
新
し
い
感
覚
」
は
、
か

な
り
「
構
造
」
的
な
、
言
っ
て
み
れ
ば
従
来
的
な
「
形
式
」
に
支
え
ら
れ
つ
つ
も
、

そ
の
結
果
生
じ
る
「
内
容
」
と
も
不
可
分
な
も
の
と
し
て
「
現
象
」
し
て
い
る
様
態

を
素
描
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、「
形
式
」
と
「
内
容
」
を

不
可
分
に
し
て
い
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
小
山
田
の
新
し
い
「
感
覚
」
を
捉
え
て
み

た
い
の
で
あ
る
。

１　
「
枠
」
と
し
て
の
「
鏡
」

	

私
は
夫
と
こ
の
街
に
引
っ
越
し
て
き
た
。
五
月
末
に
夫
に
転
勤
の
辞
令
が
出
、

そ
の
異
動
先
が
同
じ
県
内
だ
か
ら
か
な
り
県
境
に
近
い
、
田
舎
の
営
業
所
だ
っ

た
た
め
だ
。
営
業
所
の
あ
る
市
が
夫
の
実
家
の
あ
る
土
地
だ
っ
た
の
で
、
手
頃

な
物
件
で
も
知
ら
な
い
か
と
夫
が
姑
に
電
話
を
か
け
た
。

語
り
の
現
在
は
、
既
に
引
っ
越
し
た
後
で
あ
る
。
引
用
部
の
最
後
の
文
章
を
境
に
、

物
語
は
現
在
の
家
に
住
む
事
情
を
語
る
た
め
に
、
時
間
を
遡
る
の
だ
が
、
そ
の
接
続

は
実
に
自
然
だ
。
そ
の
後
、
こ
の
語
り
の
時
点
に
物
語
は
追
い
つ
き
、
追
い
抜
い
て

ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
の
現
在
は
「
消
失
」
し
、
事
後
的
な
語
り
で
あ
る
こ
と
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は
あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
。
以
後
は
、
自
由
間
接
話
法
と
し
て
、
我
々
は

「
私
」（
あ
さ
ひ
）
と
と
も
に
物
語
の
時
間
の
推
移
に
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

「
そ
ん
な
も
ん
だ
よ
。
だ
っ
て
調
整
弁
だ
も
ん
、
非
正
規
な
ん
て
。
で
も
あ
っ
ち

に
引
っ
越
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
パ
ー
ト
さ
ん
み
た
い
な
仕
事
し
か
な
い
だ
ろ
う

ね
。
も
う
今
年
三
十
だ
し
。
人
生
で
一
回
は
正
社
員
に
な
り
た
か
っ
た
な
あ
」

「
次
の
仕
事
も
さ
あ
家
賃
が
タ
ダ
な
ら
急
い
で
探
す
こ
と
も
な
い
ん
じ
ゃ
な
い

の
」「
あ
っ
、
そ
う
か
」

あ
さ
ひ
の
「
正
社
員
」
へ
の
希
望
に
は
、
強
い
切
迫
感
や
内
的
な
動
機
の
よ
う
な

も
の
が
な
い
。
非
正
規
雇
用
の
日
常
の
中
で
、
様
々
な
形
で
そ
の
自
覚
が
外
部
的
な

何
か
か
ら
促
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
る
。

小
倉
千
加
子
の
指
摘
す
る
様
な
い
わ
ゆ
る
「
共
存
結
婚
」
で
も
な
い
。
裕
福
で
は

な
い
も
の
の
、
夫
の
収
入
で
暮
ら
し
て
ゆ
く
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
。
会
話
す
る

夫
は
、
そ
の
視
線
を
あ
さ
ひ
と
交
錯
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
視
線
は
常
に
携
帯

や
テ
レ
ビ
と
い
う
他
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
夫
の
態
度
は
、
妻
の
非
正
規
と
い
う

問
題
が
夫
に
と
っ
て
不
可
視
な
そ
れ
で
し
か
な
い
こ
と
と
、
見
事
に
呼
応
し
て
い
る
。

だ
が
、
あ
さ
ひ
は
そ
の
こ
と
自
体
に
不
満
を
述
べ
た
り
は
し
て
い
な
い
。
直
接
語

ら
れ
な
い
感
情
。
読
者
が
読
み
取
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
る
の
は
間
違
い

な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
あ
さ
ひ
の
実
存
的
不
安
は
、
ア
イ
ロ
ニ
ー

で
し
か
読
み
得
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

姑
に
と
っ
て
は
仕
事
が
そ
れ
だ
け
重
要
で
、
夫
の
転
勤
の
た
め
に
自
分
が
辞
め

ね
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
単
身
赴
任
も
考
え
る
ほ
ど
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
そ
れ
で
立
派
だ
と
思
う
。
羨
ま
し
い
と
さ
え
思
う
。
姑
は
ず
っ
と
働
い
て
き

た
職
場
で
来
年
だ
か
再
来
年
だ
か
に
定
年
を
迎
え
る
そ
う
だ
。

あ
さ
ひ
の
他
者
へ
の
態
度
は
、
姑
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
あ
さ
ひ
は
姑
を
決

し
て
批
判
し
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
姑
の
「
美
点
を
挙
げ
る
方
が
簡
単
」
で
あ

る
と
言
う
。
だ
が
、
仕
事
を
や
め
た
あ
さ
ひ
に
と
っ
て
、
新
た
な
実
存
的
不
安
は
、

明
ら
か
に
働
く
姑
の
存
在
が
、
喚
起
さ
せ
る
何
か
で
あ
る
。

	

「
う
そ
、
松
浦
さ
ん
辞
め
ち
ゃ
う
の
？　

な
ん
で
？
」（
中
略
）「
そ
っ
か
あ
…

い
い
な
あ
、
っ
て
言
っ
ち
ゃ
ダ
メ
か
な
」
彼
女
は
脂
取
り
紙
を
手
洗
い
の
ゴ
ミ

箱
に
入
れ
て
大
仰
な
た
め
息
を
つ
い
た
。
今
会
社
は
繁
忙
期
で
、
な
ぜ
か
そ
ん

な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
正
社
員
の
欠
勤
者
が
続
出
し
（
育
産
休
一
、
病
欠
一
、
出
社

拒
否
二
）、
そ
の
し
わ
寄
せ
が
私
た
ち
非
正
規
に
ま
で
来
て
い
い
た
。

正
規
社
員
の
「
し
わ
寄
せ
」
で
増
え
る
労
働
。
そ
れ
に
伴
う
こ
と
の
な
い
薄
給
。

そ
ん
な
非
正
規
雇
用
の
二
人
の
愚
痴
は
、
そ
の
空
間
も
含
め
、
正
社
員
か
ら
逆
照
射

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

昼
休
み
、
女
子
正
社
員
は
皆
外
に
食
べ
に
出
る
。
反
対
に
非
正
規
は
皆
席
で
食

べ
る
。（
中
略
）
お
外
で
お
昼
と
お
し
ゃ
べ
り
を
済
ま
せ
た
正
社
員
ら
が
歯
磨
き

に
来
る
ま
で
に
は
あ
と
十
五
分
は
あ
る
た
め
、
こ
の
手
洗
い
に
も
当
分
正
社
員

ら
は
立
ち
入
ら
な
い
。

だ
が
、
や
は
り
あ
さ
ひ
は
、
そ
う
し
た
正
社
員
に
直
接
何
か
を
思
う
わ
け
で
も
な

く
、
ま
た
逆
照
射
さ
れ
た
自
身
の
境
遇
に
強
い
不
満
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
一
方
で
、

あ
さ
ひ
は
非
正
規
雇
用
の
日
々
か
ら
抜
け
出
し
て
、
正
規
社
員
あ
る
い
は
専
業
主
婦

に
な
り
た
い
と
い
う
希
望
を
強
く
抱
い
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

こ
う
し
た
あ
さ
ひ
の
非
正
規
社
員
と
し
て
の
位
置
は
、
同
じ
境
遇
の
同
僚
と
の
会

話
の
中
で
よ
り
明
瞭
と
な
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
彼
女
―
実
は
名
前
が
明
示
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
―
と
表
面
上
の
会
話
は
合
わ
せ
て
い
る
も
の
の
、
彼
女
と
の
や
り
と

り
は
、
内
部
の
差
異
を
よ
り
明
確
に
し
て
ゆ
く
も
の
で
し
か
な
い
。

	

彼
女
は
ど
う
も
、
私
も
子
供
が
欲
し
く
て
、
彼
女
が
欲
し
い
と
願
う
の
と
同

じ
く
ら
い
欲
し
く
て
、
そ
れ
な
の
に
結
婚
し
て
数
年
経
つ
の
に
で
き
な
い
気
の

毒
な
人
な
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
ら
し
か
っ
た
。
否
定
す
る
機
会
も
な
い
の

で
そ
の
設
定
に
合
わ
せ
話
を
し
て
い
る
が
、
私
は
別
に
ど
う
し
て
も
子
供
が
欲

し
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
積
極
的
に
欲
し
く
な
い
と
も
思
わ
な
い
。
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こ
う
し
た
逆
照
射
に
よ
っ
て
実
存
的
不
安
が
描
か
れ
る
構
造
に
つ
い
て
は
、
後
に

検
討
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
先
に
、
派
遣
同
士
の
会
話
か
ら
二
つ
の
重
要
な
表
象

を
読
み
取
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
で
も
さ
あ
、
松
浦
さ
ん
い
な
く
な
っ
た
ら
そ
の
分
の
仕
事
は
誰
が
す
る
ん
だ
ろ

う
ね
」
私
が
顔
を
上
げ
、
鏡
越
し
に
彼
女
の
目
を
見
る
と
、
彼
女
は
右
手
を
ひ

ら
り
と
前
方
に
突
き
出
し
て
爪
の
石
を
見
な
が
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
サ
ロ
ン
行
か
な

き
や
な
あ
。
残
業
代
で
石
増
や
そ
っ
か
な
あ
」
と
眩
い
た
。

二
人
の
会
話
に
は
常
に
「
鏡
」
と
「
爪
」
が
介
在
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
表
層

的
に
は
、
彼
女
が
ネ
イ
ル
ア
ー
ト
に
拘
っ
て
い
る
こ
と
と
「
手
洗
い
」
の
場
所
で
あ

る
と
い
う
設
定
上
の
理
由
で
あ
る
の
だ
が
、
繰
り
返
さ
れ
る
表
象
に
は
も
っ
と
別
の

深
層
が
あ
る
。

「
鏡
」
は
本
来
自
分
を
映
す
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
鏡
越
し
に
な
さ
れ
る
会
話
に

は
視
線
の
交
錯
は
な
い
が
、
そ
れ
は
夫
と
の
会
話
の
場
合
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
鏡

は
自
身
を
も
映
し
出
す
か
ら
だ
。
彼
女
と
の
会
話
は
常
に
非
正
規
雇
用
者
と
し
て
の

「
一
般
的
」
な
姿
が
映
し
出
さ
れ
る
。
あ
さ
ひ
は
極
力
そ
の
姿
に
合
わ
せ
よ
う
と
努
力

し
て
い
る
も
の
の
、
こ
こ
で
鏡
に
映
し
だ
さ
れ
る
自
身
の
姿
は
、
決
し
て
同
調
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
違
和
感
を
抱
え
た
「
私
」
自
身
で
あ
る
。

「
鏡
」
の
表
象
が
繰
り
返
し
現
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
会
話
の
有
り
様
を
象
徴
し
て
い

る
の
だ
と
す
る
と
、
実
は
引
っ
越
し
先
の
生
活
で
は
全
く
「
鏡
」
が
現
れ
な
い
こ
と

に
気
が
つ
く
。
以
後
の
生
活
で
も
他
者
に
よ
る
逆
照
射
―
ア
イ
ロ
ニ
ー
的
様
相
―

は
継
続
し
て
ゆ
く
が
、「
私
」
自
身
が
そ
の
姿
（
心
）
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ

が
、
物
語
は
、
最
後
に
再
び
「
私
」
を
「
鏡
」
の
前
に
立
た
せ
て
い
る
。

家
に
帰
り
、
試
し
に
制
服
を
着
て
鏡
の
前
に
立
っ
て
見
る
と
、
私
の
顔
は
既
に

ど
こ
か
姑
に
似
て
い
た
。

こ
れ
ま
で
現
れ
た
他
者
は
、
ど
れ
で
も
な
い
「
私
」
と
い
う
逆
説
的
認
識
を
与
え

て
く
る
存
在
で
あ
っ
た
。
姑
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
最
後
の
こ
の
場
面
は
、
姑

だ
け
が
そ
れ
ま
で
と
は
異
質
の
他
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
変
化
―
ど
ち
ら
側
の
変
化
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
も
―
こ
そ
が
、
こ
の
物
語

か
ら
読
む
べ
き
重
要
な
何
か
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

２　
「
媒
介
」
と
し
て
の
「
爪
」「
歯
」

と
こ
ろ
で
こ
の
同
僚
の
彼
女
と
の
場
面
で
繰
り
返
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
表
象
に

「
爪
」
が
あ
る
。

彼
女
の
爪
は
月
に
一
度
の
ネ
イ
ル
サ
ロ
ン
で
き
れ
い
に
塗
ら
れ
る
の
だ
が
、
月

に
一
度
な
の
で
下
の
方
か
ら
新
し
い
爪
が
生
え
て
く
る
。
サ
ロ
ン
の
ネ
イ
ル
は

サ
ロ
ン
に
行
か
ね
ば
き
れ
い
に
取
れ
な
い
そ
う
で
、
彼
女
は
そ
れ
を
無
意
識
だ

ろ
う
、
反
対
の
指
の
爪
で
か
り
か
り
擦
り
剥
が
す
癖
が
あ
る
。

「
私
」
に
は
ネ
イ
ル
に
拘
る
同
僚
の
気
持
ち
が
理
解
出
来
な
い
。
結
果
、
無
機
質
な

視
線
の
み
が
注
が
れ
る
。「
化
粧
が
薄
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
爪
」
に
は
お
金
を
か

け
て
い
る
点
が
「
私
」
に
は
ま
す
ま
す
理
解
出
来
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
私
」

の
無
理
解
は
、
ネ
イ
ル
云
々
よ
り
も
、
美
そ
の
も
の
に
対
す
る
無
関
心
か
ら
来
て
い

る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
結
果
、
彼
女
の
様
子
を
カ
メ
ラ
・
ア
イ
の
様
に
た
だ
描

写
し
て
提
示
し
て
い
る
。「
肌
は
き
れ
い
な
方
だ
ろ
う
が
、
口
の
中
に
は
金
属
の
歯
が

多
く
て
笑
う
と
目
立
つ
」
と
い
っ
た
描
写
に
は
、
単
な
る
描
写
を
超
え
た
、
あ
る
種

の
批
判
的
な
意
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
意
識
が
明
確
に
語

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
何
故
こ
こ
で
あ
さ
ひ
は
「
爪
」
に
加
え
て

「
歯
」
に
ま
で
目
を
む
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

摂
食
に
直
接
係
わ
る
「
歯
」
と
同
様
、
動
物
一
般
に
と
っ
て
「
爪
」
は
、
防
御
や

攻
撃
な
ど
生
存
与
件
に
係
わ
る
重
要
な
身
体
部
位
で
あ
る
。
指
先
へ
の
力
や
意
識
の

集
中
の
助
け
な
ど
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
人
間
に
も
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、「
歯
」
と

比
べ
て
そ
う
し
た
機
能
的
必
要
性
が
、
人
間
の
場
合
に
は
意
識
さ
れ
に
く
く
、
特
に

女
性
の
場
合
、
美
的
な
面
を
象
徴
す
る
部
位
と
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
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「
大
丈
夫
？
」
後
ろ
か
ら
声
が
し
た
。
蝉
の
声
が
す
う
つ
と
遠
ざ
か
っ
た
。
振
り

返
る
と
、
そ
こ
に
は
白
い
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
脚
が
あ
っ
た
。
茶
色
い
革
の
サ

ン
ダ
ル
、
爪
に
は
何
も
塗
ら
れ
て
い
な
い
、

こ
こ
で
専
業
主
婦
（
世
羅
さ
ん
）
が
「
爪
に
は
何
も
塗
ら
れ
て
い
な
い
」
と
描
写

さ
れ
る
こ
と
は
、
関
心
の
強
さ
は
異
な
る
も
の
の
「
爪
を
塗
る
」
と
い
う
あ
さ
ひ
や

同
僚
の
彼
女
に
対
し
て
相
反
性
を
生
み
出
す
。
だ
が
、
実
は
あ
さ
ひ
の
「
爪
」
は
、

田
舎
に
引
っ
越
し
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
重
要
な
変
容
を
と
げ
て
お
り
、
そ
の

変
容
が
露
呈
す
る
の
も
、
こ
の
世
羅
さ
ん
と
出
会
っ
た
場
面
で
あ
る
。

私
は
左
手
を
見
た
。
土
の
入
り
こ
ん
だ
爪
、
薬
指
の
先
に
、
小
さ
な
赤
い
甲
虫

が
噛
み
つ
い
て
い
た
。
咄
嗟
に
左
手
を
女
性
か
ら
隠
し
た
。

「
土
」
で
汚
れ
た
「
爪
」
は
、
都
会
で
事
務
労
働
に
い
そ
し
ん
で
い
た
時
の
も
の
と

は
明
ら
か
に
異
な
る
「
爪
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
地
で
見
か
け
た
子
供
達

の
描
写
に
も
現
れ
る
。

半
ズ
ボ
ン
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
ス
カ
ー
ト
、
何
人
か
は
サ
ン
ダ
ル
と
い
う
か
つ
っ
か

け
を
は
い
て
い
て
足
の
爪
が
真
っ
黒
に
汚
れ
て
い
た
。

汚
れ
た
「
爪
」
は
子
供
達
と
「
私
」
の
間
に
、
あ
る
種
の
相
同
性
を
作
り
上
げ
て

い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
相
同
性
、
相
反
性
は
田
舎
と
都
会
と
い
う
場
所
の
相
反
性

と
素
朴
に
重
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
お
嫁
さ
ん
は
、
お
仕
事
さ
れ
て
な
い
の
？
お
う
ち
で
何
を
し
て
い
る
の
？
」
私

は
自
分
の
足
を
ち
ら
っ
と
見
下
ろ
し
た
。
あ
ま
り
の
暇
さ
に
、
昨
日
足
の
爪
を

塗
っ
た
。
足
に
は
も
っ
と
濃
い
、
赤
と
か
青
と
か
の
は
っ
き
り
し
た
色
を
塗
る

べ
き
だ
っ
た
ら
し
く
、
私
が
持
っ
て
い
る
数
少
な
い
マ
ニ
キ
ュ
ア
の
、
ベ
ー
ジ
ュ

と
い
う
か
薄
ピ
ン
ク
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
色
は
ほ
と
ん
ど
何
も
塗
っ
て
い
な

い
の
と
変
わ
ら
な
く
見
え
た
。
私
は
自
分
が
裸
足
で
あ
る
こ
と
を
少
し
恥
じ
た

が
、
真
夏
に
家
に
い
て
、
靴
下
を
は
い
て
い
る
方
が
猟
奇
的
な
気
も
し
た
。

田
舎
で
な
さ
れ
た
足
の
「
爪
」
の
マ
ニ
キ
ュ
ア
は
、「
暇
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ

た
行
為
で
あ
る
。
だ
が
、「
何
も
塗
っ
て
い
な
い
の
と
変
わ
ら
な
く
見
え
た
」
と
い
う

事
実
が
「
恥
」
の
感
覚
に
繋
が
る
の
は
、
世
羅
さ
ん
の
爪
が
塗
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

と
は
意
味
が
異
な
る
。
世
羅
さ
ん
の
「
爪
」
が
塗
ら
れ
て
い
な
い
の
は
恐
ら
く
「
暇
」

で
は
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
世
羅
さ
ん
が
「
主
婦
」
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
あ
さ
ひ
も
主
婦
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な

い
か
ら
だ
。
こ
こ
で
あ
さ
ひ
と
世
羅
さ
ん
を
相
反
的
な
関
係
に
し
て
い
る
の
は
、「
母
」

で
あ
る
か
ど
う
か
し
か
な
い
。

ま
た
、
爪
の
汚
れ
を
め
ぐ
る
子
供
達
と
の
相
同
性
も
、
義
兄
ら
と
の
相
反
性
も
単

純
な
場
所
の
問
題
で
は
な
い
。

芝
生
の
上
に
落
ち
て
い
た
鮮
や
か
な
も
の
は
黄
色
い
子
供
用
の
長
靴
が
逆
さ
に

な
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
男
の
人
は
手
を
く
る
り
と
返
し
、
両
手
の
爪
を
検
分
し

そ
れ
を
自
分
の
脇
腹
辺
り
の
シ
ャ
ツ
で
擦
っ
て
か
ら「
じ
ゃ
あ
さ
て
」
と
言
っ
た
。

汚
れ
る
「
爪
」
／
汚
れ
て
は
い
な
い
「
爪
」、
ネ
イ
ル
を
す
る
「
爪
」
／
何
も
塗
ら

れ
て
は
い
な
い
「
爪
」
と
い
う
二
種
類
の
相
反
に
は
、
位
相
を
異
に
し
な
が
ら
も
、

都
会
の
「
労
働
者
」
／
田
舎
の
「
主
婦
」、「
女
（
妻
）」
で
あ
る
こ
と
／
「
母
」
で
あ

る
こ
と
、「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
／「
亡
霊
」
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
様
々
な
対
立
項
が

重
層
的
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
物
語
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
相
反
を
「
移

動
」
出
来
る
存
在
は
、
実
は
あ
さ
ひ
し
か
居
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
あ

さ
ひ
は
、
唯
一
の
「
移
動
」
す
る
主
体
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
の
姿
か
ら
自
己
の

裡
に
あ
る
空
虚
を
見
出
し
て
し
ま
う
存
在
で
も
あ
る
。

「
爪
」
が
媒
介
す
る
様
々
な
事
象
は
、
あ
さ
ひ
に
よ
っ
て
そ
の
自
明
性
に
揺
さ
ぶ
り

が
か
け
れ
ら
れ
る
。「
正
規
労
働
者
／
非
正
規
労
働
者
」「
主
婦
」「
妻
」「
女
」「
母
」

こ
れ
ら
の
概
念
は
、
結
局
は
記
号
（
言
語
）
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
一
度
疑
い
を
か
け

れ
ば
、
世
界
は
途
端
に
言
葉
の
向
こ
う
側
の
空
虚
を
示
し
て
く
る
。
そ
れ
は
、「
現
実

界
」（
Ｊ
・
ラ
カ
ン
）
へ
の
気
付
き
で
あ
る
。
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３　
「
亡
霊
」
と
「
人
間
」
を
「
媒
介
」
す
る
も
の

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
人
間
達
に
は
妙
に
現
実
感
が
欠
如
し
て

い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
あ
さ
ひ
、
夫
、
祖
母
に
は
相
対
的
に
現
実
感
の
様
な
も
の
が

感
じ
ら
れ
は
す
る
が
、
子
供
達
や
世
羅
さ
ん
（
そ
の
子
供
）、
義
兄
な
ど
に
は
そ
う

い
っ
た
も
の
と
は
遠
い
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
中
で
も
興
味
深
い
の
は
義
祖

父
の
存
在
で
あ
る
。
毎
日
、
庭
に
水
を
ま
く
義
祖
父
も
、
現
実
感
が
欠
如
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
物
語
上
で
は
途
中
で
亡
く
な
り
葬
式
ま
で
行
わ
れ
た
の
だ

か
ら
、
そ
れ
を
存
在
し
な
い
人
物
で
あ
る
と
見
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

「
こ
ん
に
ち
は
」
私
が
声
を
か
け
る
と
、
上
げ
た
そ
の
手
を
さ
ら
に
上
に
上
げ
、

よ
り
歯
を
剥
き
出
し
た
。
細
長
い
前
歯
と
、
左
右
対
称
に
あ
る
犬
歯
の
金
歯
が

光
っ
た
。「
暑
い
で
す
ね
」
ど
う
し
て
こ
ん
な
暑
い
時
間
に
わ
ざ
わ
ざ
外
で
水
撒

き
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
姑
は
日
中
ず
っ
と
テ
レ
ビ
を
見
て
い
る
と
言
っ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
姑
が
家
に
い
る
休
日
だ
け
で
、
平
日
は
こ
う
し
て
庭
に
水
を

撒
い
た
り
も
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

義
祖
父
の
イ
メ
ー
ジ
は
常
に
「
歯
」
と
「
水
」
で
あ
る
。
雨
の
中
で
都
会
か
ら
田

舎
の
移
動
が
な
さ
れ
、
結
局
は
濡
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
原
因
の
肺
炎
で
義
祖
父
が

亡
く
な
る
ま
で
が
物
語
の
中
心
で
あ
る
と
見
れ
ば
、「
水
」
は
こ
の
物
語
を
貫
い
て
い

る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
水
」
も
ま
た
「
鏡
」
と
同
様
に
枠
あ
る
い
は
境
界
と
し
て
機

能
し
て
い
る
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
い
っ
た
テ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
関
心

に
お
い
て
「
水
」
は
最
も
凡
庸
な
結
論
し
か
導
か
な
い
。
本
論
で
は
、
む
し
ろ
、
こ

の
「
水
」
の
表
象
の
影
に
な
っ
て
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
「
歯
」
の
方
に
注
目

し
て
み
た
い
。

さ
き
に
、
同
僚
の
彼
女
の
表
象
に
「
歯
」
へ
の
着
目
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
た
。

「
肌
が
き
れ
い
」
で
あ
る
こ
と
に
対
置
さ
れ
る
「
金
歯
」
は
マ
イ
ナ
ス
的
な
属
性
を
含

む
な
に
か
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
健
康
で
は
な
い
「
歯
」
は
、
あ
さ

ひ
に
も
共
通
し
た
点
で
あ
っ
た
。

昨
日
、
久
し
ぶ
り
に
バ
ス
に
乗
っ
て
電
車
に
乗
っ
て
遠
出
を
し
て
治
療
途
中
だ
っ

た
歯
医
者
に
行
っ
た
。
虫
歯
の
治
療
は
終
わ
っ
た
。
今
日
か
ら
は
先
に
何
も
な

い
。
朝
も
昼
も
夜
も
平
日
も
週
末
も
暇
だ
っ
た
。

こ
こ
で
「
虫
歯
の
治
療
が
終
わ
」
っ
て
以
後
「
暇
」
な
日
々
が
始
ま
る
こ
と
は
、

あ
さ
ひ
に
と
っ
て
虫
歯
（
の
治
療
）
と
い
う
属
性
が
過
去
（
都
会
）
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
声
で
言
っ
て
み
た
が
、
義
祖
父
は
無
反
応
で
、
私
が
仕
方
な
く
数
歩
庭
に
入
っ

て
行
く
と
そ
の
振
動
で
で
も
気
づ
い
た
と
い
う
よ
う
に
振
り
返
り
、
そ
し
て
、

片
手
を
上
げ
て
歯
を
出
し
て
笑
っ
た
。
私
は
も
う
一
度
「
水
撒
き
大
変
で
す
ね

え
！
」
と
叫
ん
だ
。
義
祖
父
は
少
し
笑
い
を
引
っ
こ
め
、
ま
た
す
ぐ
に
、
先
ほ

ど
よ
り
大
き
く
歯
を
出
し
た
。

義
祖
父
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
言
葉
は
何
の
媒
介
と
し
て
の
機
能

を
も
示
さ
な
い
。
祖
父
か
ら
返
っ
て
く
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
常
に
笑
顔
で
あ
り
そ
れ
は

「
歯
」
が
象
徴
し
て
い
る
。
祖
父
の
歯
に
も
虫
歯
の
治
療
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
「
歯
」
は
「
爪
」
と
同
様
に
、
人
物
の
相
同
性
や
相
反
性
を
媒
介
し
て
い
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
以
下
の
場
面
は
象
徴
的
で
あ
る
。

何
か
し
ら
不
気
味
な
感
じ
は
し
た
が
、
悪
い
人
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
し
、

言
わ
れ
て
み
れ
ば
、
口
元
な
ど
は
義
祖
父
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
長
く
て
根
元
か

ら
先
へ
い
く
に
つ
れ
て
徐
々
に
太
く
な
っ
て
い
る
そ
の
歯
が
特
に
似
て
い
た
。

別
の
箇
所
で
も
「
歯
を
剥
き
出
し
に
し
た
」
両
者
の
顔
を
「
瓜
二
つ
」
と
言
っ
て

み
る
な
ど
、
義
祖
父
と
義
兄
の
血
縁
関
係
を
、
あ
さ
ひ
は
そ
の
「
歯
」
の
類
似
性
に

よ
っ
て
感
じ
て
い
る
。
田
舎
の
世
界
に
お
い
て
「
歯
」
は
言
葉
以
上
の
何
か
を
運
ぶ

媒
介
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
祖
父
の
歯
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
そ
の

金
歯
が
「
左
右
対
称
に
あ
る
犬
歯
」
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
も
重
要
な
相
同
性
を

媒
介
し
て
い
る
。
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私
が
首
を
つ
き
だ
す
と
、
真
っ
暗
な
中
に
白
い
細
長
い
も
の
が
う
っ
す
ら
と
見

え
た
。「
何
か
、
白
い
…
…
」「
そ
れ
が
、
牙
。
く
る
っ
と
し
て
て
か
わ
い
い
け

ど
、
硬
い
し
鋭
い
か
ら
あ
る
種
凶
器
で
も
あ
る
ね
、
牙
」「
牙
？
」
あ
の
獣
に
、

牙
な
ん
て
あ
っ
た
か
、
と
思
っ
た
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

さ
き
の
「
爪
」
の
「
汚
れ
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
田
舎
の
土
で
あ
る
。

土
を
掘
る
性
質
が
あ
る
動
物
な
ら
ば
、
そ
の
爪
は
当
然
、
土
で
「
汚
れ
」
て
い
て
し

か
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
実
は
こ
の
「
獣
」
の
描
写
に
は
「
爪
」
へ
の
注
目
が
な
さ
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、「
歯
」
は
明
ら
か
に
人
間
と
動
物
の
表
象
を
媒
介
す
る
も
の
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
人
間
で
も
動
物
で
も
、「
歯
」
の
機
能
は
食
と
結
び
つ
い
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
中
で
、
こ
の
物
語
の
人
間
の
「
歯
」
は
食
と
結
び
つ
く
こ
と
が

ほ
ぼ
無
い
。
ま
た
こ
の
「
獣
」
も
何
を
食
べ
る
の
か
が
全
く
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ

の
「
歯
」（「
牙
」）
は
、
た
だ
義
祖
父
（
の
対
称
の
歯
）
と
「
獣
」
と
の
相
同
性
を
媒

介
し
て
い
る
。

引
用
部
か
ら
は
、
そ
の
「
牙
」
の
存
在
も
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ

以
上
に
不
明
瞭
な
の
は
、
こ
の
「
牙
」
の
動
物
と
し
て
の
機
能
な
の
で
あ
る
。
あ
る

べ
き
「
牙
」
は
そ
の
機
能
が
明
示
さ
れ
ず
、
あ
る
べ
き
「
爪
」
は
そ
の
存
在
す
ら
明

示
さ
れ
な
い
。
義
祖
父
の
「
歯
」
は
、
あ
る
べ
き
「
食
」
や
「
言
葉
」
を
奪
わ
れ
、

た
だ
そ
の
存
在
の
希
薄
さ
の
み
が
示
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
「
獣
」「
子
供

達
」「
義
兄
」
あ
る
い
は
「
世
羅
さ
ん
」「
そ
の
子
供
」
の
様
な
存
在
を
、
通
常
使
わ

れ
る
よ
う
な
素
朴
な
意
味
で
「
亡
霊
」「
幽
霊
」
な
ど
と
言
っ
て
み
た
こ
こ
ろ
で
、
何

も
見
え
て
く
る
も
の
は
な
い
。
だ
が
、
最
大
の
問
題
点
は
、
こ
う
し
た
表
象
が
以
下

の
様
な
作
家
言
説
に
接
続
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
の
逆
説
的
な
結
果
で
あ
る
。

	

デ
ビ
ュ
ー
作
「
工
場
」
の
と
き
か
ら
、
出
て
来
る
動
物
な
ど
は
全
部
、
い
ま

は
た
ま
た
ま
見
え
て
い
な
い
け
れ
ど
、
い
る
場
所
に
行
け
ば
い
る
ん
だ
と
思
っ

て
書
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
正
直
に
言
う
と
、
幻
想
的
と
言
わ
れ
る
の
は
意
外

な
ん
で
す
。

作
家
が
そ
の
存
在
を
「
確
信
」
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
あ
る

種
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
発
生
す
る
こ
と
は
実
は
全
く
関
係
な
い
。
問
題
は
、
小
山
田
の

世
界
に
お
い
て
存リ
ア
ル在
／
非ノ
ン
・
リ
ア
ル

存
在
と
い
う
境
界
が
曖
昧
な
も
の
に
変
容
し
て
し
ま
う
そ

の
構
造
の
方
で
あ
る
。

	

業
者
の
一
人
が
こ
ち
ら
に
駆
け
て
き
て
「
あ
の
ー
、
奥
さ
ん
、
す
い
ま
せ
ん
」

と
言
っ
た
。
姑
が
ハ
イ
ッ
と
返
事
を
し
た
。「
あ
の
、
電
子
レ
ン
ジ
は
ど
う
さ
れ

ま
す
か
。
お
台
所
の
コ
ン
セ
ン
ト
の
、
冷
蔵
庫
と
電
子
レ
ン
ジ
の
兼
ね
合
い
は

ど
う
さ
れ
ま
す
か
、
あ
と
炊
飯
器
も
あ
り
ま
す
け
ど
、
配
置
を
ご
指
示
く
だ
さ

い
」「
あ
っ
、
今
見
ま
す
」
私
で
は
な
く
姑
が
台
所
に
駆
け
て
行
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
嫁
」
の
役
割
を
奪
っ
て
し
ま
う
「
姑
」
と
い
っ
た
や
り
と
り
に
見
え

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
物
語
に
と
っ
て
よ
り
根
源
的
な

こ
と
で
あ
る
。

お
嫁
さ
ん
、
と
呼
ば
れ
る
度
に
妙
な
気
が
し
た
。
お
嫁
さ
ん
、
と
私
は
今
ま
で

呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
働
い
て
い
る
限
り
は
名
前
で
呼
ば
れ
た

し
、
そ
う
で
な
く
て
も
お
嫁
さ
ん
、
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
中
略
）
世
羅
さ
ん
か
ら
す
れ
ば
松
浦
さ
ん
と
言
え
ば
姑
の
代
の
人
を
指
す
の
だ

ろ
う
し
、
夫
は
息
子
さ
ん
に
な
る
の
だ
ろ
う
し
、
と
な
れ
ば
私
は
お
嫁
さ
ん
だ
。

私
は
お
嫁
さ
ん
に
な
っ
た
の
だ
。
と
っ
く
に
な
っ
て
い
た
の
に
気
づ
か
な
か
っ

た
の
だ
。

従
来
、
家
父
長
制
の
中
に
お
い
て
生
涯
続
く
女
性
の
従
属
的
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
象

徴
さ
れ
て
い
る
「
三
従
の
教
え
」
に
は
、「
娘
」「
妻
」「
姑
」
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、

本
来
の
名
前
（
固
有
名
詞
）
が
奪
わ
れ
る
暴
力
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
家

族
内
で
の
役
割
と
し
て
呼
ば
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
存
在
が
外
部
か
ら
交
換
可
能
な
そ

れ
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
暴
力
性
を
も
内
包
し
て
い
る
。
一
見
、
相
反
的

な
関
係
に
見
え
る
あ
さ
ひ
と
義
祖
母
の
関
係
が
、
最
後
の
「
鏡
」
の
前
で
相
同
的
に

な
る
こ
と
は
、
こ
の
時
点
で
既
に
決
ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
他
者
を
鏡
と
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し
て
自
己
の
裡
に
空
虚
を
見
出
し
て
い
た
あ
さ
ひ
は
、
最
後
に
は
他
者
の
像
を
己
の

そ
れ
と
し
て
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

今
ま
で
見
て
き
た
様
に
、
あ
さ
ひ
が
他
者
の
像
を
空
虚
と
し
て
し
か
捉
え
な
か
っ

た
の
は
、
他
者
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
が
自
己
の
そ
れ
と
一
致
し
な
い
と
い
う
確
信
か
ら
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
確
信
に
は
自
己
の
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
存
在
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
認

め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
交
換
可
能
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
し
か
与
え
な
か
っ

た
田
舎
と
い
う
場
所
は
、
あ
さ
ひ
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
。

「
名
前
…
…
」「
お
嫁
さ
ん
が
決
め
て
く
だ
さ
い
。
何
せ
同
じ
穴
に
落
っ
こ
ち
た

仲
だ
も
の
。
出
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
ん
で
す
。
こ
の
獣
と
添
い
遂
げ

ま
す
か
」
私
を
見
つ
め
る
白
目
が
や
け
に
白
い
。「
名
前
で
す
よ
、
名
前
！
じ
ゃ

あ
、
お
嫁
さ
ん
は
何
と
い
う
名
前
で
す
か
」
私
は
一
瞬
た
め
ら
っ
て
か
ら
「
あ

さ
ひ
と
言
い
ま
す
」
と
答
え
た
。「
あ
さ
ひ
！
は
ん
、
何
だ
か
昔
の
煙
草
み
た
い

な
名
前
だ
ね
。
ふ
ー
ん
。
じ
ゃ
こ
の
動
物
も
あ
さ
ひ
に
し
ま
し
ょ
う
」「
え
？
」

「
冗
談
で
す
よ
、
冗
談
。
じ
ゃ
あ
名
づ
け
は
今
度
の
宿
題
に
し
ま
し
ょ
う
。（
後
略
）

「
冗
談
」
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
は
あ
さ
ひ
と

「
獣
」
と
の
同
一
化
で
あ
る
。
な
ぜ
、
両
者
は
同
一
視
さ
れ
る
の
か
。
姑
以
外
の
人
物

か
ら
は
あ
さ
ひ
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
与
え
ら
れ
る

の
は
「
嫁
」
と
い
う
空
虚
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
だ
け
で
あ
る
。
一
方
で
「
獣
」
は
ど
う

な
の
か
。
世
羅
さ
ん
か
ら
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
ど
こ
ろ
か
そ
の
存
在
す
ら
認
識
さ
れ

て
い
な
い
存
在
で
あ
る
。
義
兄
は
、
そ
の
存
在
（
シ
ニ
フ
ィ
エ
）
は
理
解
し
て
い
て

も
、
そ
こ
に
何
か
し
ら
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
獣
と
あ
さ
ひ

は
、
ど
ち
ら
も
シ
ー
ニ
ュ（
記
号
的
存
在
）
以
前
の
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
世
羅
さ
ん
も
義
兄
も
あ
さ
ひ
に
一
方
的
に
語
る
が
、
あ
さ
ひ
か
ら
の
語
り
に

は
十
全
に
答
え
よ
う
と
は
し
な
い
。
コ
ン
ビ
ニ
で
の
支
払
い
の
件
に
象
徴
さ
れ
る
よ

う
に
、
こ
れ
は
姑
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
田
舎
で
の
夫
や
義
祖
父
は
あ
さ
ひ
か
ら

語
り
か
け
ら
れ
る
が
、
あ
さ
ひ
は
同
等
に
語
り
か
け
ら
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
都
会

で
の
同
僚
は
同
情
的
に
話
し
か
け
て
く
る
が
、
あ
さ
ひ
は
同
僚
に
同
情
し
よ
う
と
は

し
て
い
な
い
し
、
同
僚
の
理
解
が
的
を
射
て
い
る
と
も
思
っ
て
い
な
い
。

こ
の
物
語
は
、
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
と
シ
ニ
フ
ィ
エ
の
不
可
分
な
結
合
と
い
う
シ
ー
ニ
ュ

の
自
明
性
、
双
方
向
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
自
明
性
が
ほ
ぼ
機
能

し
て
い
な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る

記
号
が
交
換
可
能
で
あ
る
よ
う
な
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
相
同
性
や
相
反
性
と

い
う
認
識
の
根
底
が
揺
ら
い
で
い
る
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
る
。

	

明
ら
か
に
日
本
で
は
な
い
ど
こ
か
の
草
原
で
、
褐
色
の
肌
の
半
裸
の
人
々
が

巨
大
な
動
物
を
追
い
か
け
ま
わ
し
て
い
る
。（
中
略
）
動
物
は
家
畜
ら
し
く
足
首

に
紐
の
よ
う
な
も
の
が
巻
か
れ
、
そ
の
先
端
が
ひ
ら
ひ
ら
と
な
び
い
て
い
る
。

人
々
の
中
に
、
生
白
い
小
太
り
の
体
に
腰
み
の
を
巻
い
た
日
本
の
お
笑
い
芸
人

が
混
じ
っ
て
い
る
。
褐
色
の
肌
の
人
々
は
皆
、
布
の
ハ
ー
フ
パ
ン
ツ
を
は
い
て

い
る
。

あ
さ
ひ
と
夫
が
引
越
の
相
談
を
し
て
い
る
日
本
の
現
実
と
平
行
し
て
テ
レ
ビ
は
別

の
世
界
の
現
実
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
ま
た
、
テ
レ
ビ
の
現
実
で
は
白
い
日
本
の

お
笑
い
芸
人
／
褐
色
の
肌
の
半
裸
の
人
々
、
動
物
／
人
間
、
腰
蓑
を
巻
く
日
本
人
／

ハ
ー
フ
パ
ン
ツ
を
は
く
褐
色
の
肌
の
人
々
…
と
様
々
な
相
反
が
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。

こ
の
後
の
テ
レ
ビ
は
、
外
国
の
地
で
家
畜
と
「
泥
」
ま
み
れ
に
な
る
お
笑
い
芸
人
た

ち
を
写
し
、
食
事
を
す
る
日
本
の
夫
婦
の
リ
ビ
ン
グ
と
は
、「
笑
い
」
が
媒
介
と
な
っ

て
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
夫
婦
の
会
話
は
、
次
の
同
僚
と
の
場
面
を
「
社
畜
」
と
い
う
言

葉
で
つ
な
ぎ
、
田
舎
で
暮
ら
す
専
業
主
婦
と
し
て
の
日
々
を
象
徴
す
る
場
所
は
「
マ

ル
チ
ク
」（≒

○
畜
）
と
い
う
ス
ー
パ
ー
で
あ
る
。
動
物
が
「
家
畜
」、
労
働
者
が
「
社

畜
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
専
業
主
婦
と
は
何
畜
と
言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

シ
ニ
フ
ィ
エ
の
な
い
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
で
し
か
な
い
。

梅
雨
明
け
の
「
蝉
」
の
鳴
き
始
め
は
、
田
舎
で
の
日
々
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
重

ね
ら
れ
、
物
語
は
「
蝉
」
の
死
骸
が
現
れ
る
時
期
に
終
を
告
げ
る
。
繰
り
返
さ
れ
る
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「
蝉
」
の
声
は
、
何
も
す
る
こ
と
の
な
い
夏
の
時
間
の
繰
り
返
し
を
示
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
は
専
業
主
婦
と
し
て
の
日
々
と
重
な
っ
て
く
る
。
だ
が
、
あ
さ
ひ
が
死
ん
だ

「
蝉
」
を
自
転
車
で
轢
こ
う
と
す
る
時
、
乾
い
て
い
る
は
ず
の
蝉
の
身
体
は
失
わ
れ
た

水
分
の
存
在
を
伝
え
、
死
ん
で
動
か
な
い
は
ず
の
蝉
の
死
体
は
、
自
転
車
越
し
に
不

思
議
な
振
動
を
伝
え
る
。

こ
の
物
語
で
は
、
筋
と
背
景
、
ま
た
は
、
様
々
な
象
徴
が
別
の
象
徴
を
媒
介
と
し

て
巧
み
に
結
び
つ
き
、
そ
し
て
容
易
に
反
転
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、
小
山
田
の

世
界
観
を
支
え
て
い
る
構
造
な
の
で
あ
る
。

４　

対
象
ａ
と
し
て
の
「
穴
」

こ
の
場
面
は
、
さ
き
に
「
爪
」
に
関
す
る
章
で
引
用
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
お
嫁
さ
ん
は
、
お
仕
事
さ
れ
て
な
い
の
？
お
う
ち
で
何
を
し
て
い
る
の
？
」
私

は
自
分
の
足
を
ち
ら
っ
と
見
下
ろ
し
た
。（
中
略
）
私
は
自
分
が
裸
足
で
あ
る
こ

と
を
少
し
恥
じ
た
が
、
真
夏
に
家
に
い
て
、
靴
下
を
は
い
て
い
る
方
が
猟
奇
的

な
気
も
し
た
。

こ
こ
で
あ
さ
ひ
が
「
足
」
を
気
に
し
て
い
る
の
は
、
素
足
で
あ
る
こ
と
や
マ
ニ
キ
ュ

ア
の
色
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、「
足
」（「
脚
」）
を
め
ぐ
る
象
徴
は
、

や
は
り
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

荷
物
が
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ま
れ
、
私
と
夫
は
車
に
乗
っ
た
。
夫
は
音
楽
を
か
け
た

が
、
ど
れ
も
ジ
ャ
ズ
だ
か
何
だ
か
で
、
私
は
気
が
つ
く
と
眠
っ
て
い
た
。
目
覚

め
る
と
そ
こ
は
も
う
夫
の
実
家
の
前
で
、
姑
が
玄
関
の
ひ
さ
し
の
中
に
立
っ
て

待
っ
て
い
た
。
雨
脚
は
更
に
強
ま
っ
て
お
り
、
辺
り
は
夜
明
け
前
の
よ
う
に
暗

か
っ
た
。

あ
さ
ひ
が
田
舎
の
町
ま
で
「
移
動
」
し
た
手
段
は
車
で
あ
る
。
雨
と
睡
眠
が
異
世

界
と
の
「
境
界
」
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
こ
か
象
徴
的
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
あ
さ
ひ
は
、
他
者
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
来
た

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
あ
さ
ひ
の
夫

は
「
車
を
通
勤
に
使
」
っ
て
い
る
。
そ
し
て
夫
の
実
家
に
は
二
台
の
車
が
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
舅
と
姑
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
田
舎
の
地
に
お
い
て
、
家
族
で

唯
一
自
己
の
「
移
動
」
手
段
を
所
有
し
て
い
な
い
の
が
あ
さ
ひ
な
の
で
あ
る
。
比
喩

的
に
言
え
ば
、
あ
さ
ひ
に
は
「
あ
し
」
が
無
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
移
動
手
段
を

も
た
な
い
こ
と
に
お
い
て
、
世
羅
さ
ん
は
相
同
の
関
係
を
示
す
。

私
、
車
も
な
い
の
で
移
動
手
段
が
ち
ょ
っ
と
な
く
っ
て
」
奥
さ
ん
は
う
な
ず
い

た
。
今
日
も
甘
い
匂
い
が
し
た
。「
そ
う
よ
ね
え
。
み
ん
な
車
だ
も
ん
ね
え
。
私

も
ね
、
免
許
持
っ
て
な
い
か
ら
肩
身
が
狭
か
っ
た
の
。
自
転
車
も
あ
ま
り
上
手

じ
ゃ
な
く
っ
て
、
ど
こ
に
行
く
に
も
主
人
に
頼
る
か
、
歩
く
か
、
バ
ス
も
少
な

い
し
ね
。
私
ね
、
市
内
の
出
身
な
の
。

恐
ら
く
世
羅
さ
ん
も
、
こ
の
地
に
夫
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、

以
後
何
処
に
行
く
に
も
歩
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
お
い
て
両
者
は
は
っ
き
り

と
重
な
る
。
移
動
手
段
が
齎
す
の
は
単
な
る
時
間
的
な
問
題
だ
け
で
は
い
。
移
動
手

段
の
違
い
は
、
文
字
通
り
見
え
る
景
色
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
歩
く
速
度
か
ら
し

か
見
え
な
い
景
色
が
あ
る
。
子
供
達
も
獣
も
義
兄
も
、
そ
し
て
「
穴
」
も
「
あ
し
」

が
な
い
人
間
以
外
に
は
見
え
な
い
。
舅
が
穴
に
落
ち
た
の
は
夜
中
に
歩
い
て
外
出
し

0

0

0

0

0

0

た0

時
だ
。

「
穴
」
は
獣
に
よ
っ
て
掘
ら
れ
て
い
る
。「
子
供
達
」
の
「
爪
」
は
土
で
汚
れ
て
い

る
。
義
理
兄
は
穴
を
執
拗
に
忌
避
し
、
世
羅
さ
ん
は
穴
に
落
ち
た
あ
さ
ひ
に
気
が
つ

き
助
け
出
し
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
亡
霊
（
幽
霊
）
達
は
、「
穴
」
を
媒
介
と
し
て
相

同
性
を
形
成
し
て
い
る
。

	

あ
の
獣
が
何
だ
っ
た
の
か
、
世
羅
さ
ん
に
聞
く
べ
き
だ
っ
た
と
思
っ
た
。
野

生
動
物
な
の
か
、
家
畜
の
類
な
の
か
。
ペ
ッ
ト
か
、
そ
の
ど
れ
で
も
な
い
よ
う

な
気
が
し
た
。

こ
こ
で
の
「
動
物
」
／
「
類
」
は
反
意
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
家
畜
「
動
物
」

と
は
言
わ
な
い
が
、「
野
生
」
と
「
家
畜
」
は
明
ら
か
に
反
意
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
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様
に
表
現
す
る
し
か
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
言
語
そ
れ
自

体
の
不
備
で
は
な
い
。
Ａ
で
な
け
れ
ば
Ｂ
、
Ｂ
で
な
け
れ
ば
Ａ
と
い
う
排
中
律
の
否

定
で
あ
る
。
我
々
は
言
語
の
中
で
思
考
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
Ａ
と
Ｂ
の
排
中
律
を
否

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
既
存
の
公
理
を
否
定
す
る
こ
と
に
繋
が
る
か
ら
だ
。

	

犬
で
も
猫
で
も
い
た
ち
で
も
た
ぬ
き
で
も
い
の
し
し
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
た
。

ソ
シ
ュ
ー
ル
を
経
由
し
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
、
言
語
の
意
味
を
ど
こ
ま
で
詳
細

に
数
え
上
げ
て
も
、
そ
の
「
本
質
」
に
辿
り
着
く
こ
と
は
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と

で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
言
語
の
否
定
的
定
義
だ
が
、
む
ろ
ん
否
定
的
に
し
か
定
義
出
来

な
い
こ
と
も
、「
本
質
」
に
辿
り
着
け
な
い
と
い
う
同
じ
結
論
に
辿
り
着
く
。
そ
れ
は

「
本
質
」
と
は
何
な
の
か
、
カ
ン
ト
的
な
「
モ
ノ
自
体
」
な
の
か
等
、
よ
り
根
源
的
な

問
題
を
生
じ
さ
せ
は
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
獣
」
は
言
語
の
限
界

を
露
呈
さ
せ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
方
で
「
穴
」
か
ら
自
由
に
出
入
り
出
来
る
存
在
は
「
獣
」
し
か
い
な
い
。
そ
の

際
の
「
移
動
」
を
象
徴
す
る
部
位
も
自
ら
の
「
脚
」
で
あ
る
。「
脚
」
は
「
穴
」
に
係

わ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
た
ち
を
媒
介
し
て
い
る
。

「
穴
」
と
は
し
ば
し
ば
、
認
識
論
的
な
問
題
を
議
論
す
る
際
の
端
緒
と
な
る
。「
穴
」

と
は
何
か
の
欠
如
を
さ
す
語
で
あ
る
が
、「
穴
」
自
体
を
認
識
す
る
に
は
周
囲
に
何
か

が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
し
た
何
か
が

無
い
こ
と
が
「
穴
」
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
は
「
穴
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
っ

た
事
態
な
の
か
。

抽
象
レ
ベ
ル
で
あ
ろ
う
が
具
体
的
な
何
か
を
想
定
し
よ
う
が
、「
無
い
」
と
定
義
す

べ
き
も
の
が
「
あ
る
」
と
す
る
の
は
、
存
在
論
と
認
識
論
と
い
う
古
く
て
新
し
い
議

論
を
召
喚
し
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ
の
問
い
は
そ
の
二
律
背
反
を
弁
証
法
的
に
ア
ウ

フ
ヘ
ー
ベ
ン
す
る
「
出
口
」
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
言
語
の
限
界

を
露
呈
さ
せ
、
そ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
を
崩
壊
さ
せ
る
「
入
口
」
な
の
で
あ
る
。

	

物
語
の
最
後
、
あ
さ
ひ
は
非
正
規
雇
用
な
が
ら
も
「
仕
事
」
と
自
転
車
と
い
う
「
あ

し
」
を
得
る
。
そ
し
て
、
鏡
に
映
っ
た
姿
は
「
姑
」
の
姿
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を

ま
と
い
つ
つ
あ
る
あ
さ
ひ
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
い
つ
か
こ
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
は
、

誰
か
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
現
代
の
不
安
は
巧
み
な
形
で
言
語
的
不
安

と
同
じ
位
相
の
中
に
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
「
だ
ら
し
な
い
結
び
つ
き
」
な
の
だ

ろ
う
か
。注

（
１
）		

小
山
田
浩
子
「
受
賞
記
念
エ
ッ
セ
イ　

穴
の
こ
ろ
の
こ
と
」『
文
藝
春
秋
』
第

92
巻
４
号　

二
〇
一
四
年
三
月

（
２
）		

小
山
田
浩
子
・
川
上
弘
美
「
芥
川
賞
受
賞
記
念
対
談
、
日
常
と
幻
想
の
あ
い

だ
」『
文
学
界
』
第
68
巻
第
３
号　

二
〇
一
四
年
三
月

（
３
）		

選
評
は
す
べ
て
『
文
藝
春
秋
』
第
92
巻
第
４
号　

二
〇
一
四
年
三
月

（
４
）		

小
野
正
嗣
「
書
評
「
穴
」」『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
二
月
二
日

（
５
）		

森
本
奈
理
「「
文
学
と
宗
教
」
補
講　

小
山
田
浩
子
、「
穴
」
を
読
む
」『
英
語

英
米
文
学
』
第
41
号　

二
〇
一
二
年
三
月

（
６
）		

笙
野
頼
子
「
解
説　

読
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
／
書
い
て
く
れ
て
あ
り
が

と
う
」『
穴
』　

二
〇
一
六
年
六
月　

新
潮
文
庫

（
７
）		

武
田
将
明
「
子
宮
と
墓
穴　

小
山
田
浩
子
に
お
け
る
変
身
」『
早
稲
田
文
学
』　

二
〇
一
四
年
八
月

（
８
）		

矢
野
利
裕
「
新
感
覚
系
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
現
代
―
平
成
文
学
史
序

説
」『
す
ば
る
』
第
39
巻
第
２
号　

二
〇
一
七
年
二
月

（
ひ
き
た
ま
さ
あ
き　

東
京
学
芸
大
学
准
教
授
）


