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一
、
は
じ
め
に

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』
一
九
二
九
年
六
月
）
に
は
、
レ

ン
ズ
嗜
好
・
人
形
愛
・
変
身
願
望
・
窃
視
趣
味
な
ど
、
乱
歩
初
期
短

編
に
通
底
す
る
要
素
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
蜃
気
楼
」
を
モ

チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
と
す
る
こ
と
で
、
現
実
と
非
現
実
が
複
雑
に
交
錯

す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。

魚
津
に
「
蜃
気
楼
」
を
見
に
行
っ
た
「
私
」
は
、
帰
り
の
汽
車
の

な
か
で
「
奇
怪
」
な
体
験
を
す
る
。
気
が
つ
け
ば
、「
私
」
と
も
う
ひ

と
り
の
男
を
残
し
て
車
室
の
乗
客
が
誰
も
い
な
く
な
り
、
列
車
ボ
ー

イ
も
車
掌
も
姿
を
見
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
西
洋
の

魔
術
師
」
の
よ
う
な
風
采
を
し
た
そ
の
男
は
、「
黒
繻
子
の
風
呂
敷
」

に
包
ん
で
い
た
荷
物
を
わ
ざ
わ
ざ
窓
に
立
て
か
け
た
り
、
そ
れ
を
再

び
風
呂
敷
に
包
ん
だ
り
し
て
「
私
」
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
。「
私
」

は
恐
怖
を
感
じ
つ
つ
、
そ
の
男
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
向
き

合
っ
た
座
席
へ
と
移
動
し
、「
近
寄
れ
ば
い
っ
そ
う
異
様
に
見
え
る

彼
の
皺
だ
ら
け
の
白
い
顔
」
を
じ
っ
と
覗
き
込
む
。

「
男
」
は
「
私
」
の
気
持
ち
を
見
透
か
し
た
よ
う
に
、「
こ
れ
が
ご

ら
ん
に
な
り
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
」「
喜
ん
で
お
見
せ
い
た

し
ま
す
よ
」
と
語
り
、
額
の
よ
う
な
も
の
を
窓
に
立
て
か
け
る
。
そ

の
額
に
は
「
歌
舞
伎
芝
居
の
御
殿
の
背
景
」
の
よ
う
に
「
い
く
つ
も

の
部
屋
を
打
抜
い
」
た
背
景
が
「
極
度
の
遠
近
法
」
で
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
背
景
に
は
、
髪
の
色
以
外
の
容
貌
と
服
装
が
額
の
持
主
と

「
そ
っ
く
り
」
の
老
人
と
、「
黒
繻
子
の
帯
の
う
つ
り
の
よ
い
、
十
七
、

旅
立
つ
「
兄
」

横

田

　

遼

―
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

―



94旅立つ「兄」

八
の
水
の
た
れ
る
よ
う
な
結
い
綿
の
美
少
女
」
が
押
絵
細
工
で
描
か

れ
て
お
り
、
二
人
は
ま
る
で
「
芝
居
の
濡
れ
場
」
を
演
じ
る
よ
う
な

姿
態
を
み
せ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
押
絵
の
艶
め
か
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
「
私
」
が
、
じ
っ

と
目
を
凝
ら
し
て
覗
き
こ
む
と
、「
押
絵
の
人
物
が
二
つ
と
も
生
き

て
い
た
」
こ
と
が
わ
か
る
。
男
は
「
私
」
に
「
古
風
な
双
眼
鏡
」
を

差
し
だ
し
、
額
の
世
界
を
そ
れ
で
覗
い
て
見
る
よ
う
に
勧
め
る
。

「
私
」
が
誤
っ
て
さ
か
さ
に
覗
こ
う
と
す
る
と
「
悲
鳴
に
近
い
叫
び

声
」
を
あ
げ
て
「
さ
か
さ
に
覗
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
警
告
し
、

離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
別
世
界
」
を
覗
く
よ
う
指
示
す
る
。
男
は
、

押
絵
の
老
人
が
自
分
の
兄
で
あ
る
と
語
り
、
や
が
て
兄
が
な
ぜ
押
絵

の
世
界
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
を
語
り
は
じ
め
る
。

こ
う
し
て
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、（
Ａ
）
車
室
で
男
の
語
り

に
耳
を
傾
け
る
「
私
」
が
認
識
す
る
世
界
、（
Ｂ
）
男
が
語
る
押
絵
の

物
語
世
界
、（
Ｃ
）
額
の
な
か
に
生
き
る
男
女
が
繰
り
広
げ
る
艶
め
か

し
い
「
濡
れ
場
」
の
世
界
が
絡
み
合
う
入
れ
子
構
造
を
取
る
こ
と
に

な
る
。「
い
く
つ
も
の
部
屋
を
打
抜
い
」
た
「
歌
舞
伎
芝
居
の
御
殿
の

背
景
」
さ
な
が
ら
に
、「
私
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
「
遠
近
法
」
的

に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
感
覚
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
押
絵
に
ま
つ
わ
る
物
語
を
語
り
終
え
た
老
人
が
静
か
に
汽

車
を
降
り
て
闇
の
な
か
に
消
え
て
い
く
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
に
お
い
て
、

「
私
」
は
そ
の
老
人
の
う
し
ろ
姿
が
ま
さ
し
く
押
絵
の
老
人
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。「
蜃
気
楼
」
が
表
象
す
る
よ
う
に
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
非
現
実
が
現
実
と
な
り
、
現
実
が
非
現
実

と
な
る
よ
う
な
「
顚
倒
」
が
あ
た
り
前
の
よ
う
に
起
こ
り
、
読
者
も

ま
た
現
実
／
非
現
実
が
交
錯
す
る
よ
う
な
疑
似
体
験
を
味
わ
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
私
」
と
い
う
レ
ン
ズ
を

通
し
て
読
者
を
迷
宮
感
覚
に
誘
う
仕
掛
け
が
重
層
的
に
張
り
巡
ら
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
も
乱
歩
好
み
と
い
え
る
趣
向
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
他
の
テ
ク
ス
ト
に

比
し
て
群
を
抜
い
て
多
い
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
研
究
動

向
を
簡
潔
に
述
べ
た
う
え
で
、
本
論
の
問
題
編
成
を
行
い
た
い
。

初
期
に
お
け
る
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
研
究
は
、
乱
歩
の
蜃
気

楼
体
験
1
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
作
者
自
身
の
嗜
好
性
や
同
時
代
に
書

か
れ
た
他
の
小
説
の
特
徴
と
関
連
さ
せ
た
も
の
、
乱
歩
の
始
原
的
記

憶
2
や
深
層
心
理
3
と
絡
め
な
が
ら
論
じ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
う

し
た
な
か
、
浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』

―

レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
「
語
り
」
―
」4
、
林
淑
美
「
見
る
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
高
さ
と
い
う
こ
と

―
「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
と
「
押
絵

と
旅
す
る
男
」
を
め
ぐ
っ
て

―
」5
を
契
機
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
語
り
の
機
能
や
レ
ン
ズ
が
果
た
す
役
割
を
分
析
す
る
研
究
が
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数
多
く
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
近
年
で
は
、
押
絵
で
あ
る
「
兄
」

6
や
、「
娘
」
で
あ
る
八
百
屋
お
七
の
特
異
性
7
を
論
じ
よ
う
と
す
る

研
究
も
出
て
い
る
。
ま
た
、
蜃
気
楼
、
列
車
の
車
内
、
凌
雲
閣
を
は

じ
め
と
す
る
浅
草
な
ど
の
物
語
空
間
に
焦
点
を
あ
て
た
研
究
は
時
代

を
問
わ
ず
数
多
く
存
在
す
る
。

本
論
で
は
、
そ
う
し
た
蓄
積
に
学
び
な
が
ら
、
あ
ら
た
め
て
モ

チ
ー
フ
と
し
て
の
蜃
気
楼
を
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
物
語
空
間
の
あ
り

よ
う
や
「
私
」
の
語
り
と
関
連
付
け
て
い
く
。
ま
た
、「
私
」
の
語
り

と
「
男
」
の
語
り
を
比
較
検
証
す
る
こ
と
で
両
者
の
欲
望
の
あ
り
よ

う
に
迫
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
依
存
の
語
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
闇
に
溶
け
こ
ん
で
い
く
老
人
の
う

し
ろ
姿
が
押
絵
の
「
兄
」
に
重
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
押
絵
の

「
兄
」
が
現
前
化
す
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
。
去
っ
て
い
く
老
人

は
誰
な
の
か
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た
り
、
い
わ
ゆ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
8
の
技
法
か
ら
解
釈
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
車
室
で
居

合
わ
せ
た
男
（
＝
「
弟
」）
が
「
兄
」
と
化
す
ま
で
の
過
程
に
お
け
る

表
現
描
写
を
追
う
こ
と
で
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
と
「
別
の
世
界
」
を

「
遠
近
法
」
的
に
接
続
し
、
読
者
を
迷
宮
感
覚
へ
と
誘
う
た
め
の
仕
掛

け
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
お
け
る
旅

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
え
る
。

二
、「
私
」
の
語
り
と
蜃
気
楼

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
論
じ
る
際
に
避
け
て
は
通
れ
な
い
語
り

に
つ
い
て
、「
私
」
の
語
り
の
特
徴
で
あ
る
不
確
実
性
を
指
摘
し
語
り

の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

こ
の
話
が
私
の
夢
か
私
の
一
時
的
狂
気
の
幻
で
な
か
っ
た
な

ら
、
あ
の
押
絵
と
旅
を
し
て
い
た
男
こ
そ
狂
人
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

冒
頭
で
は
「
夢
」
や
「
幻
」
な
ど
の
語
を
用
い
る
こ
と
で
非
現
実

が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
で
仮
定
と
し
て
の
現
実
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
。「
夢
」
で
あ
れ
「
幻
」
で
あ
れ
、
そ
れ
は
「
私
」

が
見
た
も
の
で
あ
る
以
上
、「
私
」
の
認
識
を
出
る
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
「
私
」
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、

「
私
」
と
「
狂
人
」
で
あ
る
「
男
」
と
の
間
に
成
立
し
た
、
限
り
な
く

夢
の
よ
う
な
体
験
へ
と
姿
を
変
え
る
。
そ
し
て
そ
の
生
み
出
さ
れ
た

現
実
の
中
に
生
き
る
の
が
、
押
絵
と
旅
を
し
て
い
た
「
男
」
で
あ
り
、

現
在
の
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
「
狂
人
」
と
し
て
断
定

さ
れ
て
い
く
。「
男
」
を
「
狂
人
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
、「
男
」
は

現
在
の
「
私
」
が
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
異
質
な
存
在
と
し
て
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提
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
狂
人
」
に
強
度
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

で
「
こ
の
話
」
は
成
立
し
て
い
く
。

冒
頭
の
場
面
か
ら
は
現
在
の
「
私
」
と
、
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
る

「
男
」
と
の
大
き
な
距
離
が
指
摘
で
き
る
。
語
り
手
の
位
置
に
つ
い
て

浜
田
9
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

語
り
手
は
一
文
の
中
で
、
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
位
置
を
変

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
視
点
か
ら
回
想
の
距
離
を
こ
め

て
〈
豆
粒
〉
と
言
い
、
時
を
遡
り
魚
津
の
浜
に
立
っ
て
周
囲
の

息
づ
か
い
を
感
じ
る
。
そ
し
て
以
後
は
主
と
し
て
作
品
世
界
内

部
か
ら
物
語
を
語
り
つ
つ
、
時
に
現
在
に
立
ち
戻
っ
て
そ
れ
を

相
対
化
し
、
相
対
化
す
る
事
で
か
つ
て
の
自
分
の
奇
妙
な
感
覚

や
行
為
を
語
り
に
組
み
込
む
、
と
い
う
二
重
化
し
た
語
り
に

よ
っ
て
蜃
気
楼
や
車
中
の
景
色
を
描
き
、「
男
」
の
紹
介
に
到
る

の
で
あ
る
。

浜
田
の
指
摘
通
り
、
冒
頭
の
一
文
か
ら
は
語
り
手
「
私
」
の
時
間

的
距
離
、「
男
」
を
「
狂
人
」
と
し
て
語
る
こ
と
か
ら
空
間
的
距
離
が

指
摘
で
き
る
。
こ
の
二
重
化
し
た
語
り
は
テ
ク
ス
ト
を
通
し
て
指
摘

で
き
る
語
り
の
構
造
で
あ
る
。
本
論
で
は
、「
狂
人
」・「
魔
力
」・「
奇

妙
」
の
語
に
つ
い
て
語
り
方
を
取
上
げ
る
こ
と
で
、
語
り
の
レ
ト

リ
ッ
ク
を
指
摘
し
独
自
性
を
担
保
し
て
い
く
。

続
い
て
「
こ
の
話
」
の
中
心
を
な
す
「
狂
人
」
と
し
て
語
ら
れ
る

「
男
」
に
着
目
し
、「
私
」
の
語
り
の
構
造
を
指
摘
し
て
い
く
。

ま
た
、
狂
人
が
、
わ
れ
わ
れ
の
ま
っ
た
く
感
じ
え
ぬ
も
の
ご
と

を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
と
同
じ
に
、
こ
れ
は
私
が
、
不
可
思

議
な
大
気
の
レ
ン
ズ
仕
掛
け
を
通
し
て
、
一
刹
那
、
こ
の
世
の

視
野
の
そ
と
に
あ
る
別
の
世
界
の
一
隅
を
、
ふ
と
隙
見
し
た
の

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

「
狂
人
」
は
「
わ
れ
わ
れ
の
ま
っ
た
く
感
じ
え
ぬ
も
の
ご
と
を
見
た

り
聞
い
た
り
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

「
わ
れ
わ
れ
」
と
は
「
私
」
と
読
者
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、「
狂
人
」
と
は
双
方
の
認
識
が
及
ば
な
い
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
の
「
狂
人
」
は
あ
く
ま
で
「
私
」
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
方
で
は
「
狂
人
」
の
認
識

は
「
私
」
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
私
」
は

「
狂
人
」
を
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
認
識
で
き
な
い
存
在
と
し
て
語
り
な

が
ら
も
、「
狂
人
」
を
語
る
こ
と
で
語
り
を
進
め
て
い
く
。
こ
の
語
り

の
構
造
に
は
不
確
実
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
不
確
実
性
は
こ
の
よ
う
に
明
確
に
指
摘
で
き
る
こ
と
か
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ら
、
語
ら
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
不
確
実
を
正

確
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
確
実
は
正
確
に
語
ら
れ
る
こ
と

で
、
シ
ニ
フ
ィ
エ
は
そ
の
ま
ま
に
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
変
化
し
て
い

く
。
言
い
換
え
れ
ば
、
蜃
気
楼
を
見
た
と
い
う
「
私
」
の
体
験
の
内

容
は
そ
の
ま
ま
に
、
そ
の
体
験
が
事
実
な
の
か
そ
う
で
は
な
い
の
か

と
い
う
曖
昧
性
の
み
が
消
滅
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
不
確
実
性
が

消
滅
す
る
こ
と
で
不
確
実
な
体
験
は
、
確
実
に
存
在
す
る
こ
と
と
な

る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
語
り
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
え
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
「
男
」
を
「
気
ち
が
い
」
と
し
て
語
る
こ
と
で
成
立
し
て

い
く
話
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
「
男
」
を
語
る
こ
と
で
「
私
」
の
夢

か
ら
は
不
確
実
性
が
消
滅
し
、
現
実
味
を
帯
び
る
こ
と
で
「
濃
厚
な

色
彩
を
持
っ
た
夢
」
へ
と
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

語
り
の
機
能
に
つ
い
て
浜
田
10
は
、「
要
す
る
に
、「
男
」
が
語
る

の
は
、
徹
底
的
に
失
わ
れ
た
時
代
の
出
来
事
な
の
だ
」
と
ま
と
め
、

〈
古
風
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
「
私
」
の
語
り
と
の
重
な
り
を
指

摘
し
た
う
え
で
、「『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
は
、
重
層
的
な
語
り
の
操

作
に
よ
っ
て
、
日
清
戦
争
当
時
と
い
う
時
間
的
に
隔
た
っ
た
古
め
か

し
い
世
界
を
再
現
す
る
物
語
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
」
と
言

及
さ
れ
て
い
る
。
浜
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
重
層
的
な
語
り
に

よ
っ
て
古
め
か
し
い
世
界
、
言
い
換
え
れ
ば
夢
の
よ
う
な
世
界
が
再

現
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
「
私
」
の
語
り
が
最
も

機
能
し
た
の
は
夢
の
世
界
の
再
現
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
語
り
手

の
位
置
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
と
な
る
。

そ
れ
で
は
や
っ
ぱ
り
夢
で
あ
っ
た
の
か
。
だ
が
私
は
か
つ
て
、

あ
の
よ
う
に
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ
た
夢
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

夢
の
中
の
景
色
は
、
白
黒
の
映
画
と
同
じ
に
、
ま
っ
た
く
色
彩

を
と
も
な
わ
ぬ
も
の
で
あ
る
の
に
、
あ
の
折
の
汽
車
の
中
の
景

色
だ
け
は
、
そ
れ
も
あ
の
毒
々
し
い
押
絵
の
画
面
が
中
心
に

な
っ
て
、
紫
と
臙
脂
の
勝
っ
た
色
彩
で
、
ま
る
で
蛇
の
眼
の
よ

う
に
、
生
々
し
く
私
の
記
憶
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。
着
色
映
画

の
夢
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

現
在
の
「
私
」
が
自
身
の
体
験
を
夢
の
よ
う
だ
と
語
り
直
す
こ
と

は
、
夢
の
外
側
に
位
置
し
語
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
夢
の
外
側
に
い

る
か
ら
こ
そ
自
身
の
体
験
を
夢
の
よ
う
だ
と
定
義
で
き
る
わ
け
で
あ

る
が
、
現
在
の
「
私
」
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
過
去
の
「
私
」
と

「
男
」
や
押
絵
は
夢
の
世
界
の
住
人
と
化
す
。
彼
ら
は
そ
れ
が
夢
の
世

界
だ
と
自
覚
し
て
い
な
い
が
故
に
、
夢
の
よ
う
な
体
験
は
語
ら
れ
る

こ
と
で
ま
こ
と
の
夢
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
し
て
四
章
に
て
言
及

す
る
「
私
」
と
「
男
」
の
相
互
依
存
の
語
り
に
よ
り
、
汽
車
の
中
に

は
夢
の
内
実
で
あ
る
「
別
の
世
界
」
が
構
築
さ
れ
る
。
非
現
実
で
あ
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る
夢
と
、
非
現
実
的
で
あ
る
現
実
の
内
容
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と

で
、「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ
た
夢
」
と
い
う
夢
そ
の
も
の
の
構
築
が
行

わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
つ
の
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
直
前
の
「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ

た
夢
」
で
挙
げ
ら
れ
て
い
た
、
汽
車
の
中
の
景
色
や
押
絵
の
画
面
で

は
な
く
、
蜃
気
楼
か
ら
「
私
」
の
記
憶
が
た
ど
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
は
な
ぜ
か
。

先
行
研
究
で
は
、
精
神
分
析
の
視
点
か
ら
述
べ
た
澁
澤
龍
彦
11
や
、

レ
ン
ズ
の
機
能
と
し
て
述
べ
た
助
川
徳
是
12
な
ど
蜃
気
楼
に
意
味
を

付
与
し
て
い
く
も
の
が
目
立
つ
。
一
方
信
時
哲
郎
13
に
お
い
て
は

「
全
体
の
構
成
か
ら
考
え
る
と
特
に
必
要
だ
と
は
思
え
な
い
蜃
気
楼

が
細
か
く
描
写
さ
れ
る
の
は
、
私
を
「
別
の
世
界
」「
一
時
的
狂
気
」

に
導
く
た
め
で
あ
る
」
と
物
語
の
導
入
と
し
て
の
装
置
で
あ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
丹
羽
み
さ
と
14
は
「
乱
歩
は
そ
の
中
で
、
十

二
階
を
物
語
の
舞
台
と
す
る
前
提
を
整
え
、
登
場
人
物
の
転
化
を
予

告
し
、
遠
眼
鏡
を
重
要
な
小
道
具
と
す
る
準
備
を
周
到
に
整
え
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
」
と
蜃
気
楼
と
遠
眼
鏡
や
浅
草
と
の
符
合
に
つ

い
て
述
べ
て
お
り
、
幅
の
広
い
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
そ
れ
ら
の
解
釈
を
ま
と
め
る
と
、「
私
」
の
夢
は
蜃
気
楼
に
覆
わ

れ
る
こ
と
で
「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ
た
夢
」
へ
と
化
し
て
い
く
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
本
論
で
は
蜃
気
楼
の
「
魔
力
」
に
着
目
し
、
汽
車
の

車
内
と
連
結
さ
せ
る
こ
と
で
、
通
底
す
る
物
語
空
間
と
し
て
提
示
し

て
い
く
。

蜃
気
楼
を
見
る
行
為
に
つ
い
て
高
橋
広
満
15
は
こ
う
述
べ
て
い

る
。

言
う
ま
で
も
な
く
蜃
気
楼
は
、
光
線
の
異
常
屈
折
に
よ
っ
て
遠

く
の
物
が
空
中
に
み
え
る
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
に
な
い
物
を
見

る
と
い
う
点
で
は
幻
視
だ
が
、
見
え
た
建
物
や
森
は
ど
こ
か
に

実
際
に
存
在
す
る
。

高
橋
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
は
蜃
気
楼
を
見
る
こ
と
で
幻

と
現
実
を
同
時
に
認
識
し
て
い
く
。
こ
の
蜃
気
楼
の
二
重
性
は
そ
れ

を
見
る
者
の
認
識
を
二
重
化
す
る
効
果
を
持
ち
、
そ
れ
故
に
「
私
」

は
「
距
離
の
曖
昧
さ
」
を
感
じ
て
い
く
。

あ
の
古
風
な
絵
を
想
像
し
て
い
た
私
は
、
本
も
の
の
蜃
気
楼
を

見
て
、
膏
汗
の
に
じ
む
よ
う
な
、
恐
怖
に
近
い
驚
き
に
う
た
れ

た
。

そ
れ
は
、
妙
な
形
の
黒
雲
と
似
て
い
た
け
れ
ど
、
黒
雲
な
れ
ば

そ
の
所
在
が
ハ
ッ
キ
リ
わ
か
っ
て
い
る
の
に
反
し
、
蜃
気
楼
は
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不
思
議
に
も
、
そ
れ
と
見
る
者
と
の
距
離
が
非
常
に
曖
昧
な
の

だ
。（
中
略
）
こ
の
距
離
の
曖
昧
さ
が
、
蜃
気
楼
に
想
像
以
上
の

無
気
味
な
気
違
い
め
い
た
感
じ
を
与
え
る
の
だ
。

蜃
気
楼
を
見
る
こ
と
で
、「
古
風
な
絵
」
と
い
う
「
私
」
の
認
識

は
、「
妙
な
形
の
黒
雲
」
へ
と
更
新
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
二
重
の
認
識

は
、
先
程
の
蜃
気
楼
そ
の
も
の
が
持
つ
現
実
と
幻
の
二
重
性
に
よ

り
、
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
重
の
認
識
は

「
私
」
に
距
離
の
曖
昧
さ
を
感
じ
さ
せ
、
蜃
気
楼
は
「
想
像
以
上
の
無

気
味
な
気
違
い
め
い
た
感
じ
」
を
「
私
」
に
与
え
る
も
の
と
し
て
作

用
し
て
い
く
。
そ
の
後
蜃
気
楼
は
「
魔
力
」
と
し
て
表
記
さ
れ
て
い

く
。　

蜃
気
楼
の
魔
力
が
、
人
間
を
気
ち
が
い
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
な
ら
、
お
そ
ら
く
私
は
、
少
な
く
と
も
帰
り
途
の
汽
車
の
中

ま
で
は
、
そ
の
魔
力
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。

蜃
気
楼
の
「
魔
力
」
は
「
私
」
を
「
気
ち
が
い
」
に
す
る
も
の
と

し
て
定
義
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
も
そ
も
蜃
気
楼
と
は
、
見
る
者
の
距

離
感
や
認
識
を
更
新
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
で
あ
れ
ば
こ
こ
で

の
「
魔
力
」
も
、
蜃
気
楼
に
よ
り
更
新
さ
せ
ら
れ
た
「
私
」
の
認
識

だ
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
魔
力
」
の
内
実
は
蜃
気
楼
が
「
私
」
に

も
た
ら
し
た
作
用
で
し
か
な
い
が
、
重
視
す
べ
き
は
「
私
」
に
名
付

け
ら
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
魔
力
」
と
し
て
表
記
さ
れ
る
こ
と

で
、
蜃
気
楼
の
作
用
で
あ
る
曖
昧
性
は
言
葉
と
し
て
形
を
保
持
し
て

い
く
。
そ
の
「
魔
力
」
が
「
少
な
く
と
も
帰
り
途
の
汽
車
の
中
ま
で

は
、
そ
の
魔
力
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
語

ら
れ
る
こ
と
で
、
汽
車
の
車
室
は
「
魔
力
」
が
漂
う
空
間
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
「
私
」
が
「
魔
力
」
と
名
付
け
る
こ
と
で
、

汽
車
の
車
室
は
「
魔
力
」
を
許
容
で
き
る
空
間
と
し
て
成
立
す
る
の

で
あ
る
。

沼
の
よ
う
な
海
上
の
靄
の
奥
深
く
、
黒
血
の
色
の
夕
焼
が
、
ボ

ン
ヤ
リ
と
漂
っ
て
い
た
。
異
様
に
大
き
く
見
え
る
白
帆
が
、
そ

の
中
を
、
夢
の
よ
う
に
す
べ
っ
て
い
た
。（
中
略
）
と
こ
ろ
ど
こ

ろ
ひ
ら
か
れ
た
汽
車
の
窓
か
ら
、
進
行
に
つ
れ
て
忍
び
込
む
そ

よ
風
も
、
幽
霊
の
よ
う
に
尻
切
れ
と
ん
ぼ
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
汽
車
の
外
に
流
れ
て
い
る
幻
想
的
な
風
景
と
「
ボ
ン
ヤ

リ
」
や
「
異
様
に
大
き
く
」
と
い
う
語
か
ら
、
汽
車
の
外
に
蜃
気
楼

の
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
要
素
は
ひ
ら
か
れ
た
窓
よ
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り
汽
車
の
中
に
入
り
、
車
内
は
「
魔
力
」
で
満
た
さ
れ
て
い
く
。
ま

た
こ
の
要
素
は
汽
車
が
走
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
そ
よ
風
に
よ
っ
て
車

内
に
入
っ
て
く
る
こ
と
よ
り
、
汽
車
が
走
り
続
け
る
限
り
車
内
は

「
魔
力
」
で
満
た
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な
る
。
蜃
気
楼
の
作
用
で
あ
る

距
離
の
曖
昧
さ
も
加
わ
っ
て
、
汽
車
の
中
と
外
は
緩
や
か
に
一
体
化

し
て
い
く
。
い
わ
ば
汽
車
の
車
室
に
外
の
景
色
が
映
し
出
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　

蜃
気
楼
と
は
、
乳
色
の
フ
ィ
ル
ム
の
表
面
に
墨
汁
を
た
ら
し

て
、
そ
れ
が
自
然
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と
に
じ
ん
で
行
く
の
を
、
途
方

も
な
く
巨
大
な
映
画
に
し
て
、
大
空
に
う
つ
し
出
し
た
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
。

蜃
気
楼
に
は
モ
ノ
を
映
し
出
す
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
の
一
面
が
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
蜃
気
楼
は
見
る
者
の
認
識
を
更
新
す
る
と

共
に
、
景
色
と
同
化
す
る
こ
と
で
新
た
な
景
色
を
映
し
出
し
て
い

く
。
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
汽
車
の
車
室
に
は
独

自
の
世
界
が
映
し
出
さ
れ
て
い
く
。

は
て
し
の
な
い
暗
や
み
の
中
に
、
私
た
ち
の
細
長
い
車
室
だ
け

が
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
世
界
の
よ
う
に
、
い
つ
ま
で
も
い
つ
ま

で
も
、
ガ
タ
ン
ガ
タ
ン
と
動
い
て
行
っ
た
。

こ
こ
で
は
外
が
闇
に
覆
わ
れ
る
こ
と
で
、
汽
車
の
中
と
分
断
さ
れ

一
体
化
は
解
除
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
解
除
さ
れ
た
が
故
に
、
汽
車

の
中
は
外
と
は
違
う
独
自
の
空
間
と
し
て
成
立
し
て
い
く
。
さ
ら
に

汽
車
は
走
り
続
け
て
い
る
こ
と
よ
り
、
車
内
が
「
魔
力
」
で
満
ち
て

い
る
状
況
に
変
わ
り
は
な
く
、「
魔
力
」
に
覆
わ
れ
た
空
間
は
ス
ク

リ
ー
ン
と
化
し
、「
私
た
ち
」
に
よ
り
「
た
っ
た
ひ
と
つ
の
世
界
」
が

映
し
出
さ
れ
て
い
く
。

三
、
押
絵
と
「
私
」

蜃
気
楼
の
「
魔
力
」
が
車
内
を
包
み
辺
り
が
夕
闇
に
包
ま
れ
た
頃
、

「
私
」
は
「
男
」
の
持
つ
押
絵
の
画
面
を
チ
ラ
と
見
つ
め
る
。「
私
」

に
と
っ
て
押
絵
の
第
一
印
象
は
、「
妙
に
な
ま
な
ま
し
く
、
な
ん
と
な

く
世
の
常
な
ら
ず
見
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
こ
の
押

絵
と
「
私
」
と
の
フ
ァ
ー
ス
ト
コ
ン
タ
ク
ト
は
肉
眼
に
よ
る
も
の
で

あ
り
、「
な
ん
と
な
く
」
と
不
確
実
性
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
内
容
に
お

い
て
は
始
め
に
、「
妙
に
な
ま
な
ま
し
く
」
と
押
絵
の
画
面
が
不
思
議

と
現
実
に
近
い
感
覚
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し

か
し
そ
の
後
は
「
世
の
常
な
ら
ず
」
と
表
現
さ
れ
、
押
絵
は
す
ぐ
さ

ま
現
実
の
世
界
か
ら
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
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る
の
は
、「
私
」
の
押
絵
へ
の
異
な
る
二
重
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て

「
私
」
は
「
男
」
と
向
か
い
合
う
こ
と
で
、
押
絵
を
見
せ
ら
れ
て
い

く
。　

私
は
一
と
眼
チ
ラ
っ
と
そ
の
表
面
を
見
る
と
、
思
わ
ず
眼
を

と
じ
た
。
な
ぜ
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
理
由
は
今
で
も
わ
か
ら
な

い
の
だ
が
、（
中
略
）
再
び
眼
を
ひ
ら
い
た
時
、
私
の
前
に
、
か

つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
奇
妙
な
も
の
が
あ
っ
た
。
と

い
っ
て
、
私
は
そ
の
「
奇
妙
」
な
点
を
ハ
ッ
キ
リ
と
説
明
す
る

言
葉
を
持
た
ぬ
の
だ
が
。

こ
こ
で
は
「
私
」
の
内
面
描
写
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
な
ぜ
で
あ
っ

た
か
」
や
「
そ
の
理
由
は
今
で
も
わ
か
ら
な
い
」
よ
り
、
今
ま
で
語

ら
れ
て
い
た
「
私
」
の
経
験
で
あ
る
過
去
の
時
間
の
中
に
、
こ
の
物

語
を
語
る
「
私
」
と
い
う
現
在
の
時
間
軸
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
時
間
軸
は
押
絵
へ
の
更
な
る
言
及
を
可
能
に
す
る
。「
私
」

は
、
押
絵
を
見
た
瞬
間
に
一
度
眼
を
閉
じ
情
報
を
遮
断
す
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
ま
た
し
て
も
曖
昧
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
情

報
を
遮
断
す
る
こ
と
で
「
私
」
は
一
度
頭
の
中
の
整
理
を
行
っ
て
い

る
。
眼
を
と
じ
る
と
い
う
行
為
は
、
瞬
き
と
し
て
は
当
然
の
行
為
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
思
わ
ず
」
眼
が
と
じ
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要

で
あ
る
。「
思
わ
ず
」
と
い
う
の
は
無
意
識
に
行
動
し
た
こ
と
を
表
す

が
、
語
ら
れ
る
こ
と
で
そ
れ
は
意
識
化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
「
私
」

が
眼
を
ひ
ら
く
際
に
「
再
び
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
眼
が
ひ
ら
か
れ

て
い
な
か
っ
た
時
間
と
眼
を
と
じ
た
と
い
う
行
動
が
自
然
と
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。「
私
」
は
「
思
わ
ず
」
眼
を
と
じ
る
こ
と
で
目
の
前

の
押
絵
の
情
報
を
遮
断
し
、
押
絵
へ
の
認
識
を
先
送
り
に
し
た
の
で

あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
私
」
は
押
絵
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
が
、

眼
が
再
び
ひ
ら
か
れ
た
際
に
は
、「
奇
妙
」
と
い
う
形
と
な
っ
て
眼
に

と
び
こ
ん
で
来
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
鍵
括
弧
付
き
の
「「
奇
妙
」」
で
あ
る
（
以

下
は
〈
奇
妙
〉
と
表
記
す
る
）。「
私
」
は
押
絵
に
対
し
て
「
か
つ
て

見
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
、
奇
妙
な
も
の
」
と
判
断
を
下
す
。「
私
」

は
過
去
に
体
験
し
た
「
奇
妙
」
を
後
に
語
り
直
す
際
に
至
っ
て
も
、

「
奇
妙
」
を
〈
奇
妙
〉
と
し
か
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
後
は
「
そ
れ
は
、
強
い
て
い
う
な
ら
ば
、
押
絵
の
人
物
が
二

つ
と
も
生
き
て
い
た
こ
と
で
あ
る
」
と
〈
奇
妙
〉
へ
の
言
及
が
続
け

ら
れ
て
い
く
。
目
を
引
く
の
は
「
強
い
て
い
う
な
ら
ば
」
と
い
う
表

現
で
あ
り
、「
私
」
の
語
り
方
で
あ
る
。「
私
」
は
肉
眼
で
押
絵
を
見

て
〈
奇
妙
〉
を
感
じ
た
後
、
そ
の
〈
奇
妙
〉
の
言
語
化
を
試
み
る
。

絵
の
中
の
二
人
だ
け
が
押
絵
細
工
で
で
き
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
背

景
や
人
物
の
対
照
、
多
く
の
指
摘
が
行
わ
れ
押
絵
に
つ
い
て
語
ら
れ
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て
い
く
。
だ
が
肝
心
の
〈
奇
妙
〉
に
つ
い
て
は
「
だ
が
、
私
が
「
奇

妙
」
に
感
じ
た
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
」
や
、「
だ
が
、
そ

れ
が
私
の
い
わ
ゆ
る
「
奇
妙
」
な
点
で
は
な
か
っ
た
」、「
だ
が
、
私

の
「
奇
妙
」
と
い
う
意
味
は
そ
れ
で
も
な
い
」
と
し
て
直
接
的
な
言

及
が
行
わ
れ
て
い
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
三
度
の
〈
奇
妙
〉
の
否
定

に
よ
り
、「
私
」
は
〈
奇
妙
〉
を
語
る
こ
と
を
自
身
の
語
り
か
ら
強
い

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
強
い
て
い
う
な
ら
ば
」
と
い
う

表
現
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」
は
〈
奇
妙
〉
を
軸
と
し
て
し

か
押
絵
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、〈
奇
妙
〉
を
否
定
す
る

こ
と
で
押
絵
の
実
体
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
く
。
語
り
得
ぬ
も
の
を
語

ろ
う
と
す
る
「
私
」
の
語
り
に
は
、
ア
ポ
リ
ア
が
指
摘
で
き
る
が
、

そ
れ
故
に
「
私
」
の
記
憶
に
押
絵
は
残
り
続
け
て
い
く
。

そ
し
て
「
私
」
は
「
男
」
よ
り
双
眼
鏡
を
得
る
こ
と
で
、
再
び
押

絵
に
迫
っ
て
い
く
。

ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
感
じ
で
、
押
絵
の
娘
は
、
双
眼
鏡
の
中

で
私
の
前
に
姿
を
現
わ
し
、
実
物
大
の
一
人
の
生
き
た
娘
と
し

て
う
ご
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
今
ま
で
の
肉
眼
の
み
の
認
識
か
ら
、
双
眼
鏡
を
得
る
こ

と
で
新
た
な
視
点
が
「
私
」
に
与
え
ら
れ
る
。
双
眼
鏡
を
通
す
こ
と

で
、「
私
」
に
は
押
絵
の
娘
が
動
い
て
い
る
と
知
覚
さ
れ
て
い
く
の

だ
。
さ
ら
に
娘
は
動
く
こ
と
に
よ
り
押
絵
と
い
う
モ
ノ
か
ら
、
一
人

の
人
間
へ
と
姿
を
変
え
て
い
く
。

　

娘
は
動
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
全
身
の
感
じ

が
、
肉
眼
で
見
た
時
と
は
、
ガ
ラ
リ
と
変
っ
て
、
生
気
に
満
ち
、

（
中
略
）
む
し
む
し
と
若
い
女
の
生
気
が
蒸
発
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
た
。

こ
の
場
面
で
は
先
程
の
引
用
か
ら
一
転
、
娘
の
動
き
が
否
定
さ
れ

て
い
く
。
し
か
し
こ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
の
は
一
方
的
な
否
定
で
は

な
い
。「
肉
眼
で
見
た
時
」
や
「
思
わ
れ
た
」
と
い
う
表
現
に
着
目
す

る
と
、
先
の
引
用
の
「
私
」
の
語
り
と
の
時
間
軸
の
違
い
が
見
え
て

く
る
。「
肉
眼
で
見
た
時
」
と
い
う
表
現
は
、
今
現
在
肉
眼
若
し
く
は

双
眼
鏡
で
覗
い
て
い
る
時
に
は
出
て
こ
な
い
表
現
で
あ
る
。
肉
眼
で

見
る
と
い
う
経
験
を
経
た
後
に
、
肉
眼
以
外
の
方
法
で
押
絵
を
見
、

肉
眼
で
見
る
と
い
う
行
為
を
相
対
化
し
て
初
め
て
現
れ
る
表
現
で
あ

る
。
ま
た
「
思
わ
れ
た
」
に
つ
い
て
は
過
去
形
で
間
接
的
な
表
現
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
の
「
私
」
が
顕
在
化
す
る
。
現
在
の
「
私
」

は
娘
か
ら
生
気
を
感
じ
る
の
み
で
、
娘
は
動
か
な
い
モ
ノ
と
し
て
知

覚
さ
れ
る
。「
私
」
の
ま
な
ざ
し
に
よ
り
娘
は
二
重
化
し
、
も
う
一
つ
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の
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
〈
奇
妙
〉
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ

る
の
だ
。
続
い
て
「
私
」
の
ま
な
ざ
し
は
老
人
へ
と
転
じ
ら
れ
て
い

く
。　

老
人
も
、
双
眼
鏡
の
世
界
で
生
き
て
い
た
こ
と
は
同
じ
で

あ
っ
た
が
、（
中
略
）
見
つ
め
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
ゾ
ッ
と
こ

わ
く
な
る
よ
う
な
、
悲
痛
と
恐
怖
と
の
ま
じ
り
合
っ
た
一
種
異

様
の
表
情
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
を
見
る
と
、
私
は
う
な
さ
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ

て
、
双
眼
鏡
を
の
ぞ
い
て
い
る
こ
と
が
、
耐
え
難
く
感
じ
ら
れ

た
の
で
、
思
わ
ず
眼
を
離
し
て
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
と
あ
た
り
を

見
廻
し
た
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
「
私
」
は
押
絵
の
老
人
に
対
し
て
、
娘
か
ら

は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
悲
痛
と
恐
怖
と
い
う
感
情
を

読
み
取
っ
て
い
る
。
双
眼
鏡
が
「
私
」
と
押
絵
と
の
距
離
を
無
化
す

る
機
能
を
持
つ
こ
と
は
、
林
16
に
よ
っ
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
機
能
に
よ
り
「
私
」
は
通
常
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
押
絵

の
動
き
と
感
情
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
対
し
て
本
論
で

は
双
眼
鏡
そ
の
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
。

こ
の
双
眼
鏡
は
「
男
」
か
ら
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
元
々
は

「
男
」
の
「
兄
」
の
所
有
物
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
私
」
は
「
兄
」
の

双
眼
鏡
で
「
兄
」（
老
人
）
を
見
る
こ
と
で
、
そ
の
感
情
を
認
識
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
こ
の
双
眼
鏡
は
後
に
語
ら
れ
る
よ

う
に
、「
兄
」
が
「
男
」
に
覗
か
れ
る
こ
と
で
押
絵
と
な
っ
た
際
に
用

い
ら
れ
た
、
い
わ
ば
記
念
す
べ
き
モ
ノ
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
双
眼

鏡
が
、「
兄
」
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
た
過
去
を
映
し
出
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
し
、
双
眼
鏡
を
覗
く
と
い
う
行
為
は
人
間
と
し
て
の

「
兄
」
を
現
前
さ
せ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
現
在
と
い
う
視
座
か
ら
、
過

去
と
い
う
レ
ン
ズ
を
通
し
、
押
絵
の
中
に
生
き
続
け
る
「
兄
」
を
見

る
と
い
う
図
式
が
完
成
す
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
は
老
人
か
ら
感

情
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

老
人
か
ら
感
情
を
読
み
取
っ
た
「
私
」
は
、
そ
の
後
う
な
さ
れ
た

気
分
に
な
る
。
そ
れ
は
押
絵
の
老
人
の
悲
痛
と
恐
怖
が
確
実
に
「
私
」

に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
表
し
、
そ
れ
故
に
「
私
」
は
覗
き
続
け
る
こ
と

に
耐
え
ら
れ
な
く
な
る
。
さ
ら
に
先
程
の
双
眼
鏡
に
つ
い
て
再
度
着

目
す
る
と
異
な
る
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。「
私
」
が
覗
い
て
い

る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
覗
い
て
い
た
世
界
で
あ

る
押
絵
の
中
の
世
界
か
ら
「
私
」
が
は
じ
か
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
私
」
は
押
絵
の
老
人
と
は
話
し
た
こ
と
も

な
く
、
老
人
が
「
兄
」
と
し
て
生
き
て
い
た
時
代
は
生
き
て
も
い
な

い
。
そ
の
点
押
絵
の
老
人
と
双
眼
鏡
は
、「
兄
」
が
人
間
で
あ
っ
た
時
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で
あ
る
過
去
を
共
有
し
て
い
る
。
い
わ
ば
押
絵
の
中
の
世
界
、
特
に

老
人
に
と
っ
て
も
、
双
眼
鏡
に
と
っ
て
も
、
過
去
を
共
有
で
き
な
い

「
私
」
は
異
物
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
異
物
と
し
て
の
「
私
」
は
、
押

絵
の
中
の
世
界
か
ら
は
じ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
、
相
互
依
存
の
語
り

先
行
論
で
は
「
私
」
の
語
り
の
中
に
「
男
」
の
語
り
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
よ
り
、
語
り
の
入
れ
子
構
造
が
多
数
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

特
に
内
田
隆
三
17
は
、
作
中
に
存
在
す
る
三
つ
の
物
語
行
為
よ
り
、

三
つ
の
物
語
世
界
が
構
築
さ
れ
る
と
さ
れ
、
三
重
の
入
れ
子
構
造
を

指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
入
れ
子
型
（
包
摂
関
係
）
の
内
容
を
見
る
と
、
第
一
次
の

物
語
世
界
で
は
〈
私
〉
が
自
分
の
経
験
と
称
す
る
物
語
内
容
を

語
っ
て
い
る
。
そ
の
物
語
内
容
、
つ
ま
り
第
二
次
の
物
語
世
界

に
は
〈
私
〉
と
〈
男
〉
が
登
場
し
、〈
男
〉
が
自
分
の
経
験
と
称

す
る
物
語
内
容
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
物
語
内
容
、
つ
ま
り
第

三
次
の
物
語
世
界
は
〈
男
〉
の
過
去
の
記
憶
か
ら
な
り
、〈
男
〉、

そ
の
〈
兄
〉、〈
兄
〉
が
恋
し
た
押
絵
の
中
の
〈
娘
〉
＝
押
絵
人

形
が
主
な
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
の
軸
と
な
る
の
は
押
絵
で
あ
り
、
押
絵
を
語
る
こ
と
が

で
き
る
「
男
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
語
る
「
私
」
の
語
り
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
最
も
分
か
り
や
す
く
構
造
的
に
ま
と
め
た
の
が
、
内
田
の
述

べ
て
い
る
三
重
入
れ
子
構
造
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
図
式
化
す

る
こ
と
で
「
私
」
の
語
り
と
「
男
」
の
語
り
は
明
確
に
分
け
ら
れ
、

物
語
内
容
で
あ
る
「
別
の
世
界
」
が
ど
う
し
て
も
お
ざ
な
り
に
な
っ

て
し
ま
う
。
目
を
向
け
る
べ
き
は
、「
私
」
の
語
り
と
「
男
」
の
語
り

の
重
な
り
で
あ
る
両
者
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
構
築
さ
れ
て
い
る

「
別
の
世
界
」
で
あ
る
。
故
に
本
論
で
は
現
在
の
「
私
」
の
「
男
」
へ

の
依
存
、「
男
」
の
過
去
の
「
私
」
へ
の
依
存
を
指
摘
し
、「
私
」
と

「
男
」
は
語
り
の
上
で
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
定
義
し
て
い
く
。
そ

し
て
相
互
依
存
の
語
り
に
よ
っ
て
汽
車
の
車
室
は
「
別
の
世
界
」
と

化
し
、
そ
の
中
で
押
絵
は
人
間
で
あ
る
「
兄
」
と
し
て
現
前
し
て
く

る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
は
「
男
」
の
「
私
」
へ
の
依
存
を
指
摘
し
て
い
く
。「
男
」
の

語
り
に
は
、「
あ
な
た
は
、
十
二
階
へ
お
登
り
な
す
っ
た
こ
と
が
お
あ

り
で
す
か
。
あ
あ
、
お
あ
り
な
さ
ら
な
い
。
そ
れ
は
残
念
で
す
ね
」

と
い
う
問
い
か
け
が
存
在
し
て
い
る
。
よ
り
顕
著
な
の
は
、「
し
か

し
、
あ
な
た
は
わ
か
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
ね
。
ほ
か
の

人
た
ち
の
よ
う
に
、
私
を
気
ち
が
い
だ
と
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
で

し
ょ
う
ね
。
あ
あ
、
そ
れ
で
私
も
話
し
甲
斐
が
あ
っ
た
と
申
す
も
の
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で
す
よ
」
と
い
う
「
男
」
の
語
り
の
最
終
部
で
あ
る
。
問
い
か
け
は

通
常
は
答
え
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
答
え
と
ま
で
は
い
か
ず
と

も
相
手
の
反
応
が
語
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は

「
私
」
の
反
応
が
見
い
だ
せ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
男
」
の
語
り
は

進
め
ら
れ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
私
」
の
反
応
が
あ
っ
た
と
い

う
前
提
の
基
に
、「
男
」
の
語
り
が
成
立
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
わ

ば
「
男
」
の
語
り
は
自
己
完
結
的
で
あ
り
、「
私
」
の
反
応
は
内
包
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
男
」
は
語
り
の
上
で
、「
男
」
の

認
識
の
枠
内
で
反
応
を
示
す
「
私
」
の
存
在
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
は
聞
き
手
と
し
て
の
「
私
」
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
「
男
」
が
押
絵
を
語
り
出
す
直
前
の
、「
私
」

へ
の
態
度
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

私
は
、
普
通
の
生
き
た
人
間
の
身
の
上
話
を
で
も
催
促
す
る

よ
う
に
、
ご
く
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
、
老
人
を
う
な

が
し
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
老
人
は
顔
の
皺
を
、
さ
も
う
れ

し
そ
う
に
ゆ
が
め
て
、「
あ
あ
、
あ
な
た
は
、
や
っ
ぱ
り
聞
い
て

く
だ
さ
い
ま
す
ね
」
と
言
い
な
が
ら
、
さ
て
、
次
の
よ
う
な
世

に
も
不
思
議
な
物
語
を
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、「
男
」
の
語
り
は
独
立
し
た
も
の
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
面
に
顕
著
な
よ
う
に
、

「
男
」
の
語
り
は
「
私
」
が
促
す
こ
と
で
、
さ
ら
に
言
え
ば
「
私
」
が

聞
き
手
と
な
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
く
。

ま
た
「
男
」
の
語
り
に
は
「
私
」
の
語
り
の
混
入
が
指
摘
で
き
る
。

　

老
人
は
「
兄
が
」
と
い
う
た
び
に
、
ま
る
で
そ
こ
に
そ
の
人

が
す
わ
っ
て
で
も
い
る
よ
う
に
、
押
絵
の
老
人
の
方
に
眼
を

や
っ
た
り
、
ゆ
び
さ
し
た
り
し
た
。
老
人
は
彼
の
記
憶
に
あ
る

ほ
ん
と
う
の
兄
と
、
そ
の
押
絵
の
白
髪
の
老
人
と
を
混
同
し

て
、
押
絵
が
生
き
て
彼
の
話
を
聞
い
て
で
も
い
る
よ
う
な
、
す

ぐ
そ
ば
に
第
三
者
を
意
識
し
た
よ
う
な
話
し
方
を
し
た
。
だ

が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
私
は
そ
れ
を
少
し
も
お
か
し
い
と
は

感
じ
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
瞬
間
、
自
然
の
法
則
を
超
越

し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
界
と
ど
こ
か
で
く
い
ち
が
っ
て
い
る
と

こ
ろ
の
、
別
の
世
界
に
住
ん
で
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

「
私
」
の
語
り
は
、
本
来
は
一
続
き
で
あ
る
は
ず
の
「
男
」
の
語
り

を
分
断
し
て
お
り
、
そ
れ
は
こ
の
部
分
の
文
章
が
後
に
加
え
ら
れ
た

も
の
、
つ
ま
り
現
在
の
「
私
」
の
顕
在
化
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た

「
男
」
の
語
り
始
め
の
場
面
で
は
、「
そ
れ
は
も
う
、
生
涯
の
大
事
件

で
す
か
ら
、
よ
く
記
憶
し
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
二
十
八
年
四
月
の
、
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兄
が
あ
ん
な
に
（
と
い
っ
て
押
絵
の
老
人
を
ゆ
び
さ
し
）
な
り
ま
し

た
の
が
」
の
よ
う
に
「
男
」
の
語
り
の
中
に
丸
括
弧
を
通
し
て
、「
私
」

の
視
点
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
私
」
に
よ
り
「
男
」
は
、「
兄
」

と
押
絵
の
中
の
白
髪
の
老
人
と
を
混
同
す
る
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て

い
く
。
そ
れ
は
「
男
」
が
押
絵
に
対
し
て
も
話
を
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
押
絵
の
老
人
を
生
き
た
「
兄
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と

を
表
す
。
現
在
の
「
私
」
が
介
入
す
る
こ
と
で
、
語
り
手
と
し
て
の

「
男
」
の
立
場
が
明
確
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
私
」
が
「
不
思
議
な
こ
と
に
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
過
去
の
「
私
」
へ
の
介
入
も
指
摘
で
き
る
。
現
在
の
「
私
」
は

過
去
の
「
私
」
に
対
し
て
「
少
し
も
お
か
し
い
」
と
は
感
じ
さ
せ
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
過
去
の
「
私
」
は
語
ら
れ
る
こ
と
で
思
考
が
制

限
さ
れ
て
い
く
。
過
去
の
「
私
」
の
思
考
は
制
限
さ
れ
る
こ
と
で
、

「
男
」
の
語
り
を
一
方
的
に
受
け
止
め
る
聞
き
手
と
し
て
の
存
在
へ

と
変
化
す
る
。「
私
」
が
聞
き
手
と
な
る
こ
と
で
「
男
」
は
語
り
手
と

な
り
、
押
絵
で
あ
る
「
兄
」
を
語
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。
こ

の
よ
う
に
現
在
の
「
私
」
は
「
男
」
と
過
去
の
「
私
」
へ
介
入
を
加

え
る
こ
と
で
、
汽
車
の
車
室
に
「
別
の
世
界
」
の
構
築
を
目
指
し
て

い
く
。

だ
が
こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
語
り
か
ら
は
、「
男
」
の
語
り
へ
の
依

存
が
指
摘
で
き
る
。
思
い
返
せ
ば
「
私
」
が
「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ

た
夢
」
を
語
る
際
に
必
要
な
の
は
、
押
絵
の
画
面
を
語
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
押
絵
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
「
男
」
の
存
在
が

必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
先
の
引
用
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
別
の
世

界
」
の
構
築
は
「
男
」
の
第
三
者
を
意
識
し
た
語
り
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
実
は
押
絵
の
画
面
、
さ
ら
に
言
え
ば
押
絵
の

「
兄
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
兄
」
を
語
る
こ
と
は
、「
兄
」
と
共
に
生

き
「
兄
」
と
同
じ
時
間
を
生
き
て
き
た
「
男
」
に
し
か
許
さ
れ
な
い
。

「
私
」
が
双
眼
鏡
を
覗
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
、

「
私
」
が
直
接
「
兄
」
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点

よ
り
「
私
」
は
語
り
の
上
で
「
男
」
の
語
り
に
依
存
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
私
」
と
「
男
」
と
は
語
り
の
上
で
部
分
的
に
お
互

い
を
必
要
と
し
、
自
ら
の
語
り
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
依
存
し
合
っ

て
い
る
。
こ
の
相
互
依
存
の
語
り
に
よ
り
「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ
た

夢
」
の
舞
台
と
な
る
、「
別
の
世
界
」
が
汽
車
の
車
室
に
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
汽
車
の
車
室
と
は
蜃
気
楼
の
「
魔
力
」
が
満
ち
た
空

間
で
あ
っ
た
。「
魔
力
」
は
車
内
に
満
ち
る
こ
と
で
、
ス
ク
リ
ー
ン
と

化
し
、「
私
た
ち
」
に
よ
り
「
別
の
世
界
」
が
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う

仕
組
み
だ
と
い
え
よ
う
。

次
に
相
互
依
存
の
語
り
の
中
心
に
あ
た
る
「
兄
」
に
つ
い
て
み
て

い
く
。
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な
ん
と
あ
な
た
、
案あ
ん

の
定じ
ょ
う

、
兄
は
押
絵
に
な
っ
て
、
カ
ン
テ
ラ

の
光
の
中
で
、
吉
三
の
か
わ
り
に
、
う
れ
し
そ
う
な
顔
を
し
て
、

お
七
を
抱
き
し
め
て
い
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

で
も
ね
、
私
は
悲
し
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
、
そ
う
し
て
本

望
を
達
し
た
兄
の
仕
合
わ
せ
が
、
涙
の
出
る
ほ
ど
う
れ
し
か
っ

た
も
の
で
す
よ
。

こ
の
場
面
で
「
男
」
は
押
絵
で
あ
る
「
兄
」
か
ら
、「
う
れ
し
そ
う

な
顔
」
と
い
う
表
情
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
読
み
取
っ
た
表
情
は

「
兄
」
の
仕
合
わ
せ
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
そ
れ
は
「
男
」
自
身
に
も

喜
び
を
生
み
出
し
て
い
く
。「
男
」
は
「
兄
」
に
感
情
を
見
い
だ
し
、

そ
れ
を
自
身
の
感
情
へ
投
影
す
る
こ
と
で
押
絵
に
意
味
を
付
与
し
て

い
く
。
そ
し
て
再
び
「
私
」
の
語
り
が
挟
み
込
ま
れ
る
。

　

老
人
は
、
そ
こ
で
、
さ
も
滑
稽
だ
と
い
わ
ぬ
ば
か
り
に
笑
い

出
し
た
。
そ
し
て
、
変
な
こ
と
に
は
、
私
も
ま
た
老
人
に
同
感

し
て
、
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
ゲ
ラ
ゲ
ラ
と
笑
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
こ
の
場
面
で
「
男
」
と
と
も
に
笑
う
と
い
う
行
為
を
行
う

こ
と
で
、
聞
き
手
と
し
て
「
男
」
の
語
り
に
反
応
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
笑
い
は
「
同
感
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
男
」
の
今
ま
で
の
語
り

を
「
私
」
が
理
解
し
、「
男
」
の
考
え
に
共
感
し
た
こ
と
を
示
す
。

「
男
」
と
相
互
依
存
関
係
に
よ
り
語
り
を
行
っ
て
き
た
「
私
」
は
、
こ

の
時
点
で
「
男
」
と
同
化
18
し
、「
兄
」
を
語
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

現
在
の
「
私
」
が
介
入
す
る
こ
と
で
、「
男
」
と
の
間
に
生
み
出
さ
れ

た
相
互
依
存
の
語
り
は
、
押
絵
を
語
る
と
い
う
共
通
の
目
的
を
果
た

す
た
め
、「
兄
」
の
現
前
化
と
い
う
終
着
点
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い

く
。五

、「
兄
」
と
し
て
の
押
絵

相
互
依
存
の
語
り
に
よ
り
、
押
絵
の
老
人
は
人
間
で
あ
る
「
兄
」

と
し
て
汽
車
の
車
室
の
「
別
の
世
界
」
に
現
前
す
る
。

　

と
言
い
な
が
ら
、
押
絵
の
額が
く

を
、
ソ
ッ
と
黒
い
風
呂
敷
に
包

む
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
刹
那
、
私
の
気
の
せ
い
だ
っ
た
の
か
、

押
絵
の
人
形
た
ち
の
顔
が
、
少
し
く
ず
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
恥
か

し
そ
う
に
、
唇
の
隅
で
、
私
に
挨
拶
の
微
笑
を
送
っ
た
よ
う
に

見
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
「
私
」
は
双
眼
鏡
を
介
さ
ず
に
、
押
絵
の
人
形
た
ち

か
ら
挨
拶
の
微
笑
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
今
ま
で
は
「
男
」
の
持
つ

双
眼
鏡
や
、「
男
」
の
語
り
を
通
し
て
押
絵
を
理
解
す
る
の
み
で
あ
っ
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た
「
私
」
が
、
こ
こ
に
お
い
て
肉
眼
で
押
絵
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
た
意
味
は
大
き
い
。「
私
」
が
押
絵
か
ら
気
の
せ

い
に
し
て
も
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、「
私
」

と
相
互
依
存
関
係
に
あ
っ
た
「
男
」
の
語
り
が
終
了
し
た
か
ら
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
私
」
と
「
男
」
が
創
り
上
げ
て
き
た
「
私
た
ち
」
の

世
界
で
あ
る
、「
別
の
世
界
」
の
構
築
が
完
了
し
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
し
て
こ
の
一
瞬
間
の
み
、「
別
の
世
界
」
に
押
絵
で
あ
る
「
兄
」

が
人
間
と
し
て
現
前
す
る
の
だ
。
双
眼
鏡
が
押
絵
と
「
私
」
の
間
の

距
離
を
無
化
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
相
互
依
存
に
よ
る
語
り
が
押

絵
と
「
私
」
と
の
距
離
を
無
化
し
て
い
く
。
故
に
こ
こ
か
ら
は
、「
私
」

の
押
絵
と
の
一
体
化
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
「
男
」
の
語
り
と
共
に
、「
私
」
の
語
り
も
終
了
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

　

老
人
は
そ
れ
き
り
だ
ま
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
私
も
だ
ま
っ

て
い
た
。
汽
車
は
あ
い
も
変
ら
ず
、
ゴ
ト
ン
ゴ
ト
ン
と
鈍
い
音

を
立
て
て
闇
の
中
を
走
っ
て
い
た
。

「
男
」
と
共
に
「
濃
厚
な
色
彩
を
持
っ
た
夢
」
を
語
っ
て
き
た
「
私
」

の
語
り
は
、
夢
が
い
つ
か
覚
め
る
よ
う
に
終
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
語
り
が
終
了
し
て
も
、
語
り
に
よ
り
創
り
出
さ
れ
た
世

界
は
汽
車
の
車
室
の
中
で
存
在
し
続
け
る
。
汽
車
が
闇
の
中
を
走
り

続
け
る
限
り
、
そ
の
夢
は
覚
め
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

駅
員
が
た
っ
た
一
人
、
ポ
ッ
ツ
リ
と
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に

立
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。（
中
略
）
窓
か
ら
見
て
い
る
と
、
細

長
い
老
人
の
う
し
ろ
姿
は
（
そ
れ
が
な
ん
と
押
絵
の
老
人
そ
の

ま
ま
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
か
）
簡
略
な
柵
の
と
こ
ろ
で
、
駅
員

に
切
符
を
渡
し
た
か
と
見
る
と
、
そ
の
ま
ま
、
背
後
の
闇
の
中

へ
溶
け
こ
む
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
結
末
の
場
面
で
は
新
た
に
駅
員
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。

駅
員
は
先
行
研
究
の
中
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
二
度
に

わ
た
る
登
場
は
物
語
を
転
換
さ
せ
る
鍵
と
な
る
。
一
度
目
の
登
場
で

は
汽
車
の
車
室
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
の
中
で
構
築
し
て
き
た
、

「
私
た
ち
」
の
関
係
の
終
わ
り
を
明
確
に
す
る
。「
私
た
ち
」
と
は
、

「
私
」
と
「
男
」
と
押
絵
の
三
者
の
み
で
成
立
し
て
い
た
関
係
で
あ
っ

た
。
汽
車
の
中
か
ら
、
駅
員
と
い
う
外
部
の
存
在
が
認
識
で
き
た
段

階
で
、「
私
た
ち
」
の
関
係
は
崩
壊
し
て
い
く
。
こ
の
崩
壊
は
「
別
の

世
界
」
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
空
間
を
、
開
か
れ
た
も
の
へ
と
変
化
さ

せ
て
い
く
。
そ
し
て
「
私
た
ち
」
の
関
係
は
崩
壊
す
る
こ
と
で
過
去

と
化
し
、
そ
れ
故
に
「
私
た
ち
」
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
「
別
の
世
界
」
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も
過
去
と
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
。
駅
員
に
よ
っ
て
、「
別
の
世
界
」
に

は
時
間
的
距
離
と
い
う
強
度
が
付
与
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
明
確
化
さ

れ
る
の
だ
。

最
後
に
な
ぜ
「
私
」
の
眼
に
は
去
っ
て
行
く
老
人
の
う
し
ろ
姿
が

押
絵
の
老
人
に
見
え
た
の
か
、
そ
う
見
え
る
こ
と
は
な
に
を
意
味
す

る
の
か
、
闇
に
着
目
し
つ
つ
こ
の
謎
へ
の
読
解
を
試
み
る
。

去
っ
て
行
く
老
人
と
は
今
ま
で
語
り
を
行
っ
て
き
た
「
男
」
で
あ

り
、
押
絵
の
老
人
の
「
弟
」
を
自
称
す
る
現
実
世
界
に
立
脚
し
た
人

物
で
あ
っ
た
。
対
し
て
押
絵
の
老
人
は
「
兄
」
と
し
て
語
ら
れ
る
存

在
で
あ
り
、
押
絵
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
非
現
実
を
体
現
し
て

い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
二
人
の
重
な
り
は
、
人
間
・
押
絵
、「
弟
」・

「
兄
」、
現
実
・
非
現
実
な
ど
の
対
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
、
全
て

ひ
っ
く
る
め
た
曖
昧
な
う
し
ろ
姿
と
し
て
存
在
し
て
い
く
。
そ
の
う

し
ろ
姿
の
重
な
り
は
、
押
絵
と
旅
を
し
て
い
た
「
男
」
と
い
う
存
在

の
消
失
を
表
す
。
老
人
が
「
兄
」
と
化
す
こ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば

「
兄
」
が
汽
車
の
中
の
「
別
の
世
界
」
を
飛
び
出
し
た
と
い
え
る
。
老

人
は
汽
車
の
中
で
押
絵
を
人
間
で
あ
る
「
兄
」
と
し
て
語
っ
た
が
、

そ
の
語
り
を
受
け
た
「
私
」
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
で
、「
兄
」
は

「
別
の
世
界
」
の
外
で
、
実
体
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
「
男
」
の
姿
と

同
化
す
る
。
こ
れ
は
相
互
依
存
の
語
り
に
よ
り
「
男
」
と
同
化
し
、

「
兄
」
の
現
前
を
目
撃
す
る
こ
と
で
一
瞬
間
「
兄
」
と
一
体
化
を
果
た

す
こ
と
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
、「
私
」
の
ま
な
ざ
し
の
な
せ
る
業
で

あ
る
。

だ
が
「
男
」
と
「
兄
」
は
、
以
前
に
も
「
私
」
に
ま
な
ざ
さ
れ
る

こ
と
で
そ
の
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

黒
ビ
ロ
ー
ド
の
古
風
な
洋
服
を
着
た
白
髪
の
老
人
が
、
窮
屈
そ

う
に
す
わ
っ
て
い
る
と
（
不
思
議
な
こ
と
に
は
、
そ
の
容
貌
が

髪
の
白
い
の
を
の
ぞ
く
と
、
額が
く

の
持
ち
主
の
老
人
に
そ
の
ま
ま

な
ば
か
り
か
、
着
て
い
る
洋
服
の
仕
立
方
ま
で
そ
っ
く
り
で

あ
っ
た
）、

こ
こ
で
「
私
」
は
、
押
絵
の
老
人
と
旅
を
し
て
い
る
老
人
と
の
唯

一
の
違
い
と
し
て
、
頭
髪
を
挙
げ
て
い
る
。
対
し
て
結
末
の
部
分
で

は
、
二
人
を
分
け
る
唯
一
の
特
徴
す
ら
も
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
闇
と
い
う
こ
れ
以
上
語
り
得
る
こ
と
の
な
い
空
間
に
、
老
人
が

そ
の
ま
ま
溶
け
込
ん
で
い
く
こ
と
で
決
定
不
可
能
性
が
も
た
ら
さ
れ

る
。
だ
が
そ
れ
故
に
老
人
は
旅
す
る
「
男
」（
＝
「
弟
」）
の
姿
を
借

り
て
、
実
体
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
闇
に
よ
り

唯
一
の
違
い
は
曖
昧
化
さ
れ
、「
兄
」
の
存
在
が
闇
の
中
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
だ
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
こ
の
両
者
の
重
な
り
の
場
面
で
、
再
び
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駅
員
が
噛
ん
で
く
る
点
で
あ
る
。
老
人
は
駅
員
に
切
符
を
渡
し
、
闇

の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
。
こ
の
切
符
は
旅
を
し
て
い
る
「
男
」
の

も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
旅
の
印
で
あ
る
。
そ
れ
を
渡
す
こ
と
で
旅
の

痕
跡
は
消
え
、
先
程
の
闇
の
指
摘
と
合
わ
せ
る
と
、
押
絵
と
旅
す
る

「
男
」
の
要
素
は
老
人
に
見
い
だ
せ
な
く
な
る
。
そ
し
て
去
っ
て
行
く

老
人
に
、
駅
員
と
い
う
第
三
者
が
構
図
的
に
並
ぶ
こ
と
で
、「
私
」
の

ま
な
ざ
し
は
必
然
的
に
駅
員
を
経
由
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
重
に
も

異
な
る
要
素
が
重
ね
ら
れ
曖
昧
だ
っ
た
老
人
の
う
し
ろ
姿
は
、
駅
員

の
存
在
に
よ
り
相
対
化
さ
れ
、「
私
」
に
ま
な
ざ
さ
れ
る
こ
と
で

「
兄
」
と
し
て
実
体
を
獲
得
す
る
の
だ
。

「
私
」
が
自
身
の
旅
と
、
押
絵
と
旅
を
し
て
い
た
「
男
」
の
旅
を
語

る
こ
と
で
、
押
絵
は
押
絵
と
し
て
、
そ
し
て
「
兄
」
と
し
て
「
別
の

世
界
」
に
現
前
し
た
。
結
末
で
は
闇
を
背
景
と
し
て
、「
私
」
が
駅
員

を
経
由
し
て
老
人
の
う
し
ろ
姿
を
ま
な
ざ
す
こ
と
で
、「
弟
」
の
姿
を

借
り
た
「
兄
」
は
、
汽
車
の
中
の
「
別
の
世
界
」
を
飛
び
出
す
こ
と

に
成
功
す
る
。「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
は
、「
私
」
が
自
身
の
旅
と
、

押
絵
と
旅
し
た
「
男
」
の
旅
を
語
る
こ
と
、
二
つ
の
旅
が
重
ね
ら
れ

る
こ
と
で
、
結
末
に
お
い
て
実
体
を
獲
得
し
た
「
兄
」
が
旅
立
つ
テ

ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

【
注
】

1　

江
戸
川
乱
歩
「「
押
絵
」
と
「
虫
」」（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
20　

探
偵
小
説
四

十
年
（
上
）』
講
談
社　

一
九
七
九
年
七
月
）

　
　

�

こ
の
話
は
昭
和
二
年
の
放
浪
中
魚
津
へ
蜃
気
楼
を
見
に
行
っ
た
の
が
も
と

に
な
っ
て
心
に
浮
か
ん
で
来
た
も
の
。（
中
略
）
こ
の
小
説
は
発
表
の
と
き
、

大
し
た
反
響
も
な
か
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
後
に
な
る
ほ
ど
味
の
よ
く

な
る
作
で
あ
っ
た
。
あ
る
意
味
で
は
、
私
の
短
編
の
中
で
は
こ
れ
が
一
番
無

難
だ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

２　

澁
澤
龍
彦
「
乱
歩
文
学
の
本
質　

玩
具
愛
好
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」（『
江
戸
川
乱

歩
全
集
２
』
講
談
社　

一
九
六
九
年
五
月
）

３　

助
川
徳
是
「
江
戸
川
乱
歩

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
視
座
と
し
て
」

（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
九
年
九
月
）
で
は
、
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
レ
ン
ズ

に
よ
る
邪
視
へ
の
恐
怖
よ
り
、
乱
歩
の
西
洋
文
明
へ
の
違
和
感
や
恐
怖
を
指

摘
し
、
浅
草
へ
の
執
着
は
逃
避
願
望
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
な
ど
、
乱

歩
の
深
層
心
理
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

４　

浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』

―
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の

「
語
り
」

―
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
九
一
年
四
月
）

５　

林
淑
美
「
見
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
高
さ
と
い
う
こ
と

―
「
あ
る
崖

上
の
感
情
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
め
ぐ
っ
て

―
（『
立
正
大
学
国
語

国
文
』
一
九
九
五
年
三
月
）

６　

小
田
桐
裕
子
「
江
戸
川
乱
歩
文
学
に
み
る
〈
人
形
愛
〉
の
意
味
」（『
日
本
文
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学
誌
要
』
二
〇
一
一
年
七
月
）
で
は
、
押
絵
で
あ
る
「
兄
」
と
「
娘
」
は
プ
ラ

ト
ニ
ッ
ク
ラ
ブ
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
、
一
番
の
主
役
は
作
り
も
の
に
魅
せ

ら
れ
た
男
で
あ
る
と
し
、「
兄
」
の
特
異
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

７　

丹
羽
み
さ
と
「
覗
か
れ
る
も
の
／
覗
く
も
の

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
再

考

―
」（『
大
衆
文
化
』
二
〇
一
九
年
一
〇
月
）
で
は
、「
兄
」
の
恋
愛
対
象

が
な
ぜ
八
百
屋
お
七
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
着
目
し
、
お
七
の
魅
力
で

あ
る
美
し
さ
に
つ
い
て
、
乱
歩
旧
蔵
資
料
な
ど
か
ら
多
角
的
な
分
析
が
行
わ

れ
て
い
る
。

８　

前
掲　

助
川
徳
是
「
江
戸
川
乱
歩

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
視
座
と
し

て
」
で
は
、「
絵
と
現
実
と
を
自
在
に
往
復
す
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
夢
」

が
、
作
品
の
柱
と
な
っ
て
い
る
と
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

９　

前
掲　

浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
―
レ
ン
ズ
仕
掛

け
の
「
語
り
」

―
」

10　

前
掲　

浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
『
押
絵
と
旅
す
る
男
』
―
レ
ン
ズ
仕
掛

け
の
「
語
り
」

―
」

11　

前
掲　

澁
澤
龍
彦
「
乱
歩
文
学
の
本
質　

玩
具
愛
好
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
で

は
、
蜃
気
楼
の
描
写
に
つ
い
て
、「
こ
の
乳
色
は
母
乳
の
思
い
出
に
照
応
し
、

蜃
気
楼
の
も
や
も
や
し
た
白
っ
ぽ
い
光
景
は
母
の
白
い
胸
に
相
当
す
る
」
と

述
べ
る
こ
と
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
願
望
と
性
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し

て
い
る
。

12　

前
掲　

助
川
徳
是
「
江
戸
川
乱
歩

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
視
座
と
し

て
」
で
は
、
こ
の
作
品
が
蜃
気
楼
と
双
眼
鏡
と
パ
ノ
ラ
マ
の
三
つ
の
レ
ン
ズ
と

い
う
、
複
雑
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た

蜃
気
楼
が
生
み
出
す
「
距
離
の
曖
昧
さ
」
に
つ
い
て
、
顕
微
鏡
の
映
像
の
比
喩

と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
読
者
の
遠
近
法
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
く
。

13　

信
時
哲
郎
「
乱
歩
の
浅
草
／
浅
草
の
乱
歩

―
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
論

―
」（『
山
手
国
文
論
攷
』
一
九
九
六
年
五
月
）

14　

丹
羽
み
さ
と
「
雲
を
凌
ぐ

―「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
と
浅
草
十
二
階

―
」

（『
大
衆
文
化
』
二
〇
〇
八
年
三
月
）

15　

高
橋
広
満
「
し
ん
き
ろ
う

―
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

―
」

（『
相
模
国
文
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

16　

前
掲　

林
淑
美
「
見
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
高
さ
と
い
う
こ
と

―

「
あ
る
崖
上
の
感
情
」
と
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
め
ぐ
っ
て

―
」
で
は
、

「
兄
」
が
双
眼
鏡
を
覗
く
こ
と
で
押
絵
の
中
の
世
界
に
入
る
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い

て
、
凌
雲
閣
と
合
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
で
ト
リ
ッ
ク
の
解
明
が
行
わ
れ
て
い

る
。

17　

内
田
隆
三
「
第
二
章　

乱
歩
の
無
意
識

―
疑
惑
と
メ
タ
・
ト
リ
ッ
ク　

第
四
節　

物
語
行
為
の
不
安
」（『
乱
歩
と
正
史　

人
は
な
ぜ
死
の
夢
を
見
る

の
か
』
講
談
社　

二
〇
一
五
年
七
月
）

18　

木
村
小
夜
「
異
形
の
兄
姉
・
饒
舌
な
弟
妹
―
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る

男
」
と
岩
井
志
麻
子
「
ぼ
っ
け
え
、
き
ょ
う
て
え
」
を
併
せ
読
む
―
」（『
福
井

県
立
大
学
論
集
』
二
〇
一
八
年
八
月
）
で
は
、
去
っ
て
い
く
老
人
の
う
し
ろ
姿

が
押
絵
の
老
人
に
見
え
る
点
に
つ
い
て
、「
私
の
も
の
の
見
方
を
決
定
し
た
も

の
、
そ
れ
は
男
の
話
を
聞
い
て
そ
れ
に
同
化
し
た
こ
と
以
外
に
は
見
つ
か
ら

な
い
」
と
「
私
」
と
「
男
」
の
同
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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※�
本
資
料
の
引
用
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
８
』（
桃
源
社　

一
九
六
二

年
五
月
）
に
拠
っ
た
。
桃
源
社
版
は
乱
歩
が
編
集
し
た
生
前
最
後

の
全
集
で
あ
り
、
全
集
末
尾
に
お
い
て
乱
歩
自
身
も
こ
う
述
べ
て

い
る
。

　

こ
の
全
集
は
私
自
身
が
校
訂
を
し
た
。
昭
和
二
十
九
年
か
ら

三
十
年
に
か
け
て
出
し
た
春
陽
堂
の
全
集
で
、
全
作
品
に
わ

た
っ
て
漢
字
を
少
な
く
し
、
新
仮
名
、
新
送
り
仮
名
を
採
用
し

た
が
、
そ
の
校
訂
は
春
陽
堂
編
集
部
に
任
せ
た
の
で
、
必
ず
し

も
私
の
今
の
書
き
癖
の
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、

今
度
は
印
刷
に
廻
す
前
に
、
全
作
品
を
通
読
し
、
私
流
の
漢
字

遣
い
、
仮
名
遣
い
に
改
め
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
５
巻
』（
光
文
社　

二
〇
〇
五
年
一

月
）
の
「
解
題
」
で
は
、
桃
源
社
版
と
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
三
巻
』

（
平
凡
社　

一
九
三
二
年
一
月
）
と
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
一
巻
』（
春

陽
堂　

一
九
六
〇
年
二
月
）
の
三
つ
を
挙
げ
校
異
が
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
大
き
な
加
筆
や
修
正
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、

乱
歩
生
前
最
後
の
全
集
と
言
う
点
か
ら
桃
源
社
版
を
採
用
し
た
。

（
立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科　

日
本
文
学
専
攻
博
士
課
程

前
期
課
程
一
年
）




