
澁
澤
龍
彥
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
論

―
―
浮
彫
さ
れ
る
「
黒
い
影
」
に
つ
い
て
―
―

大

塚

祐

未

一

は
じ
め
に

「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
の
冒
頭
に
「
初
め
に
言
が
あ
っ
た
。
言
は
神

と
共
に
あ
っ
た
。
言
は
神
で
あ
っ
た
。」（『
聖
書

新
共
同
訳
』
日
本
聖
書

協
会

二
〇
〇
八
）
と
あ
る
。万
物
の
初
め
に
は
言
葉
が
あ
り
、言
葉
に
よ
っ

て
万
物
は
生
成
さ
れ
る
。
つ
ま
り
万
物
を
創
造
す
る
神
と
は
言
葉
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
神＝

言
葉
に
よ
る
人
間
の
創
造
は
「
光
」
と
「
影
」
を
生
む
。

こ
れ
は
人
間
が
神＝

言
葉
、
あ
る
い
は
万
物
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
「
光
」
と
「
影
」
で
あ
る
。
解
釈
と
は
物
の
側
面
に
「
光
」
を
当
て
る

こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
「
影
」
を
浮
彫
に
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
従
っ

て
万
物
に
対
す
る
解
釈
に
は
、
常
に
「
光
」
と
「
影
」
と
い
う
二
重
構
造
が

あ
る
と
い
え
る
。
す
る
と
、
人
間
が
神＝

言
葉
・
万
物
を
解
釈
す
る
た
め
に

「
光
」
を
当
て
て
ゆ
く
ほ
ど
、
そ
の
「
影
」
は
一
層
濃
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
は
一
九
五
六
年
五
月
、
同
人
誌
「
未
定
」
三
号

に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
り
、
澁
澤
龍
彥
の
死
後
、
一
九
八
八
年
五
月

に
「
撲
滅
の
賦
」、「
錬
金
術
的
コ
ン
ト
」
と
共
に
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
、『
エ

ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
』
と
し
て
福
武
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ

し
て
澁
澤
の
典
拠
を
持
た
な
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
の
最
初
の
作
品
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

執
筆
当
時
の
昭
和
三
〇
年
八
月
に
作
者
は
肺
結
核
が
再
発
し
、
胸
に
ピ
ン

ポ
ン
玉
大
の
空
洞
が
見
つ
か
り
、
絶
対
安
静
の
自
宅
療
養
が
命
じ
ら
れ
る
な

か
、
校
正
に
よ
っ
て
乏
し
い
生
活
の
資
を
得
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。

こ
の
作
品
に
お
け
る
主
人
公
コ
マ
ス
ケ
も
ま
た
結
核
を
患
っ
て
お
り
、
校
正

係
も
門
衛
の
元
の
職
業
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
物
語
は
彼
が
サ
ナ
ト
リ
ウ

ム
か
ら
脱
走
し
た
先
で
三
つ
の
変
身
譚
を
展
開
し
、
木
琴
と
な
っ
た
コ
マ
ス

ケ
と
「
敬
虔
な
植
物
た
ち
」
の
奏
で
る
音
楽
が
、「
運
転
手
の
黒
い
影
と
と

も
に
、
し
ん
し
ん
た
る
夜
の
貌
に
浮
彫
さ
れ
る
」
と
こ
ろ
で
終
る
。

巌
谷
國
士
は
本
作
品
に
お
け
る
当
時
の
作
者
を
と
り
ま
く
光
景
が
「
な
に

か
透
明
で
少
年
的
で
モ
ダ
ン
な
気
分
の
な
か
に
生
起
し
、
黒
い
敬
虔
な
ボ
ー

イ
ズ
、
夜
の
動
物
た
ち
の
「
低
音
合
唱
」
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
ま
で
の
展

開
は
、
の
ち
に
「
視
覚
型
」
を
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
作
者
に
こ
そ
ふ
さ
わ

し
い
、「
眼
に
見
え
る
音
楽
」」（
巌
谷
國
士
『
澁
澤
龍
彥
孝
』
河
出
書
房
新
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社

一
九
九
〇
・
二
）
で
あ
る
と
評
す
る
。
ま
た
小
野
貴
史
は
澁
澤
の
各
小

説
に
お
け
る
音
楽
に
つ
い
て
の
記
述
を
集
め
た
論
の
中
で
、「
エ
ピ
ク
ロ
ス

の
肋
骨
」
は
「
澁
澤
の
小
説
中
、
音
楽
が
最
も
重
要
な
素
材
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。」
と
し
、「
具
体
的
な
既
存
の
楽
曲
が
、
小
説
の
重
要

な
素
材
／
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
し
て
扱
わ
れ
る
、
澁
澤
に
と
っ
て
は
極
め
て
珍
し
い
作

品
で
あ
る
。」（
小
野
貴
史
「
澁
澤
龍
彥
の
小
説
作
品
に
お
け
る
音
楽
の
扱
い

を
め
ぐ
っ
て
」（「
信
州
大
学
教
育
学
部
紀
要
」
第
一
二
一
号

二
〇
〇
八
・

八
））
と
指
摘
す
る
。
ま
た
千
野
帽
子
は
「
神
話
な
ん
て
嘘
っ
ぱ
ち
。
―
澁

澤
龍
彥
の
初
期
小
説
」（「
ユ
リ
イ
カ
」
青
土
社

二
〇
〇
七
・
八
）
で
「
撲

滅
の
賦
」、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
の
主
人
公
が
抱
え
る
「
空
虚
な
不
安
」

の
先
行
例
は
安
倍
公
房
の
『
壁
』
に
あ
る
と
述
べ
、
両
作
品
の
『
壁
』
と
類

似
し
た
記
述
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
本
作
品
に
つ
い
て
の
分
析
は
複
数
の
澁
澤
作
品
を
語
る
上
で
の
部

分
的
な
も
の
が
多
く
、
詳
細
な
作
品
分
析
は
未
だ
に
僅
か
で
あ
る
。
そ
の
中

で
も
充
分
な
分
量
を
も
っ
て
本
作
品
を
分
析
し
て
い
る
の
は
、
吉
崎
裕
子
の

「
澁
澤
龍
彥
論
（
Ⅰ
）
―
初
期
小
説
に
お
け
る
空
虚
の
問
題
を
中
心
に
―
」

（
吉
崎
裕
子
「
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
」
第
十
号

一
九
九
〇
・

三
）
で
あ
る
。

吉
崎
裕
子
は
こ
の
論
に
お
い
て
、「
空
虚
」
を
澁
澤
の
初
期
小
説
「
撲
滅

の
賦
」、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

そ
し
て
本
作
品
の
、物
事
や
出
来
事
が
次
々
に
生
成
し
、転
変
し
て
ゆ
く
「
不

思
議
な
外
界
」
の
正
体
は
コ
マ
ス
ケ
の
胸
の
内
部
の
空
洞＝

「
空
虚
」
が
実

体
化
し
た
姿
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
作
者
自
身
が
抱

え
る
問
題
で
も
あ
っ
た
結
核
を
「
空
虚
」
と
い
う
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
捉

え
、「
空
虚
」
の
特
性
で
あ
る
「
孤
独
」
が
「
外
部
へ
広
が
っ
て
ゆ
く
原
動

力
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
も
の
と
理
解
し
た
」
結
果
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
本
作
品
に
お
け
る
、
作
者
が
「
空
虚
」
を
「
オ
ブ
ジ
ェ
」
と
し
て
捉

え
、肯
定
す
る
思
考
が
、後
の
澁
澤
の
「
オ
ブ
ジ
ェ
志
向
」
の
出
発
点
と
な
っ

て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
に
お
い
て
浮
彫
に
さ
れ

る
「
影
」
に
注
目
す
る
。
本
作
品
に
お
い
て
言
葉
に
携
わ
る
存
在
は
〈
病
〉

を
抱
え
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
扱
う
言
葉
が
事
物
の
あ

る
側
面
の
み
を
強
調
し
て
、
そ
の
言
葉
が
強
調
し
た
意
味
に
囚
わ
れ
て
し
ま

う
た
め
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
〈
病
〉
と
い
え
る
。
つ
ま
り
本
作
品
に
お
い
て

言
葉
は
、
常
に
事
物
の
強
調
さ
れ
る
側
面
と
隠
さ
れ
る
側
面
と
い
う
、「
光
」

と
「
影
」
を
つ
く
り
出
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
、
主
人
公
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
書
く
「
詩
」
は
「
原
初
の
森
の

臭
い
」
が
す
る
は
ず
だ
と
考
え
、
そ
の
「
詩
」
を
動
物
た
ち
に
食
べ
さ
せ
る

こ
と
で
彼
ら
の
〈
病
〉
を
治
療
し
、
飢
え
を
満
た
し
て
や
ろ
う
と
す
る
。
つ

ま
り
「
原
初
の
森
の
臭
い
」
に
触
れ
る
こ
と
は
、
人
間
が
言
葉
を
使
う
以
前

の
世
界
へ
の
回
帰
を
示
す
。
よ
っ
て
「
原
初
の
森
」
と
は
神＝

言
葉
が
創
造

し
た
も
の
を
人
間
が
言
葉
を
使
う
こ
と
で
解
釈
し
、
意
味
づ
け
る
こ
と
を
す

る
以
前
の
世
界
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。従
っ
て
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
「
詩
」

に
は
、
人
間
が
言
語
を
使
う
以
前
の
世
界
へ
の
回
帰
を
引
き
起
こ
す
力
が
あ

る
と
夢
想
し
て
い
る
と
い
え
る
。
確
か
に
彼
の
「
詩
」
に
触
れ
た
存
在
に
は

変
身
と
い
う
効
果
が
現
れ
る
。
し
か
し
変
身
が
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
を

実
現
さ
せ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
言
語
を
使
う
以
前
の
世
界
で

あ
る
「
原
初
の
森
」
を
志
向
し
て
い
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
コ
マ
ス
ケ
の

「
詩
」
も
ま
た
言
葉
に
す
ぎ
な
い
。
す
る
と
「
詩
」
に
よ
る
「
原
初
の
森
」

へ
の
回
帰
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
む
し
ろ
コ
マ
ス
ケ
が
「
詩
」
を
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書
く
ほ
ど
、言
葉
が
つ
く
り
出
す
「
影
」
は
色
濃
く
浮
き
上
が
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
コ
マ
ス
ケ
の
書
く
詩
を
、
こ
う
し
た
詩
人
の
理
想
と
は
矛
盾
し
た
効

果
を
引
き
起
こ
す
も
の
と
考
え
て
「
詩
」
と
表
記
す
る
。

物
語
の
終
盤
、
コ
マ
ス
ケ
が
木
琴
と
い
う
言
葉
を
持
た
な
い
存
在
に
変
身

す
る
。
そ
し
て
音
楽
と
運
転
手
の
黒
い
影
が
夜
の
風
景
に
浮
彫
に
な
る
描
写

は
、
人
間
が
言
葉
を
使
う
こ
と
で
作
り
出
し
た
「
光
」
と
「
影
」
が
逆
転
す

る
さ
ま
を
示
す
と
い
え
る
。
つ
ま
り
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
は
「
原
初
の

森
」
へ
回
帰
す
る
夢
想
が
生
む
、陰
翳
の
逆
転
を
描
い
た
作
品
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
作
品
を
捉
え
、
考
察
を
述
べ
る
。

二

「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
い
う
夢
想

あ
る
日
コ
マ
ス
ケ
は
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
か
ら
脱
け
出
し
て
真
夏
の
浜
辺
へ
出

て
ゆ
く
。
し
か
し
彼
は
病
院
の
門
衛
で
あ
る
男
に
早
く
も
見
つ
か
っ
て
し
ま

う
。
コ
マ
ス
ケ
は
門
衛
に
見
逃
し
て
も
ら
え
る
よ
う
買
収
を
持
ち
か
け
、
金

を
渡
す
か
わ
り
に
門
衛
の
飼
う
死
に
か
け
た
山
羊
の
病
を
治
療
し
て
や
る
こ

と
に
す
る
。
門
衛
が
山
羊
の
餌
と
し
て
新
聞
紙
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
聞
く

と
、
コ
マ
ス
ケ
は
新
聞
紙
が
〈
病
〉
の
原
因
だ
と
言
う
。
そ
し
て
自
分
の

「
詩
」
の
書
か
れ
た
紙
を
山
羊
に
食
べ
さ
せ
る
こ
と
で
〈
病
〉
を
治
そ
う
と

す
る
。「
お
れ
の
詩
は
ね
、
原
初
の
森
の
臭
い
が
す
る
は
ず
な
ん
で
す
。
そ

れ
な
ら
い
か
な
我
儘
な
山
羊
と
い
え
ど
も
、
喜
ん
で
こ
れ
に
ぱ
く
つ
か
な
い

道
理
は
な
か
ろ
う
よ
」、
と
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
「
詩
」
が
山
羊
へ
の
治
療

と
な
る
理
由
を
話
す
。
彼
は
紙
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
山
羊

が
餌
か
ら
受
け
る
影
響
は
異
な
る
と
考
え
て
い
る
。
山
羊
が
紙
に
書
か
れ
た

言
葉
に
よ
っ
て
餌
の
好
き
嫌
い
を
し
、
食
べ
た
餌
に
書
か
れ
た
言
葉
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る
と
す
る
と
、
山
羊
は
紙
そ
の
も
の
よ
り
も
言
葉
を
食
べ
て

い
る
の
だ
と
い
え
る
。（
従
っ
て
新
聞
紙
に
書
か
れ
た
言
葉
を
食
べ
、
体
内

に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
は
言
葉
を
読
み
、
解
釈
す
る
こ
と
を
表
す
）

し
か
し
山
羊
が
字
の
書
か
れ
た
紙
を
食
べ
る
の
は
、
こ
の
山
羊
が
人
に
飼

育
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
野
生
の
山
羊
な
ら
ば
森
に
生
え
た
草

を
食
べ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
紙
は
本
来
、
山
羊
の
食
べ
物
に
適
切
で
は

な
い
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
餌
と
し
て
与
え
ら
れ
る
新
聞
紙
が
山
羊

の
〈
病
〉
の
原
因
と
な
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
一
方
で
コ
マ
ス
ケ
が
山
羊

の
治
療
に
使
う
「
詩
」
の
書
か
れ
た
紙
も
ま
た
、
新
聞
紙
と
同
じ
よ
う
に
紙

で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

け
れ
ど
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
書
く
「
詩
」
に
は
「
原
初
の
森
の
臭
い
が
す

る
は
ず
」
と
い
う
。
彼
の
考
案
す
る
〈
病
〉
の
治
療
法
は
、
自
分
の
「
詩
」

の
書
か
れ
た
紙
に
は
〈
病
〉
の
原
因
と
な
る
新
聞
紙
と
は
反
対
の
性
質
が
あ

る
と
考
え
た
結
果
と
い
え
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
「
詩
」
が
、
山

羊
の
本
来
的
な
食
物
で
あ
る
森
に
生
え
た
草
と
同
じ
性
質
を
持
つ
と
考
え
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
聞
紙
で
は
な
く
山
羊
の
本
来
の
食
物
に
近
い
餌
を
与

え
よ
う
と
す
る
方
法
は
言
葉
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
病
ん
だ
存
在
を
、
言
葉

を
使
わ
な
い
状
態
へ
戻
す
こ
と
で
、
そ
の
〈
病
〉
を
克
服
さ
せ
よ
う
と
す
る

方
法
と
も
い
え
る
。
従
っ
て
コ
マ
ス
ケ
の
想
定
す
る
「
原
初
の
森
」
と
は
、

人
間
が
言
葉
を
使
い
は
じ
め
る
前
の
状
態
、
人
間
が
言
語
に
よ
っ
て
万
物
を

解
釈
す
る
以
前
の
世
界
を
示
す
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
は
自
分
の
「
詩
」
に

よ
っ
て
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
の
実
現
が
可
能
と
考
え
る
人
物
な
の
で
あ

る
。コ

マ
ス
ケ
の
「
詩
」
は
特
殊
な
方
法
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
。
コ
マ
ス
ケ
は

山
羊
の
た
め
の
詩
を
海
水
を
用
い
て
書
く
。
海
水
は
同
じ
水
で
も
、
波
の
白
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い
部
分
と
他
の
碧
い
ろ
の
部
分
と
異
な
る
質
感
を
持
つ
物
質
と
し
て
表
現
さ

れ
る
。
コ
マ
ス
ケ
は
碧
い
ろ
の
部
分
を
選
ん
で
筆
に
と
る
。
こ
の
碧
い
ろ
は

野
生
の
山
羊
が
食
べ
る
草
の
緑
と
共
通
し
て
お
り
、
コ
マ
ス
ケ
の
詩
が
山
羊

の
本
来
的
な
食
物
と
の
共
通
性
が
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
う
し
て
書
か
れ
た
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
が
「
原
初

の
森
」
へ
の
回
帰
を
実
現
で
き
る
な
ら
ば
、
門
衛
の
山
羊
は
飼
育
さ
れ
て
新

聞
紙
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
異
質
な
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
、「
原
初
の
森
」

に
お
け
る
野
生
の
山
羊
と
等
し
い
適
切
な
状
態
に
回
帰
し
、〈
病
〉
を
克
服

す
る
と
い
え
る
。

し
か
し
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
の
効
力
を
実
際
に
受
け
た
の
は
山
羊
の
治
療

を
頼
ん
だ
門
衛
自
身
で
あ
る
。
彼
は
コ
マ
ス
ケ
か
ら
詩
の
書
か
れ
た
紙
を
受

け
取
る
と
、
そ
の
紙
を
食
わ
え
た
山
羊
の
姿
に
変
身
し
て
し
ま
う
。
照
り
つ

け
る
浜
辺
に
い
た
門
衛
は
、「
派
手
に
塗
り
立
て
た
レ
コ
ー
ド
会
社
の
広
告

塔
の
下
」
に
坐
っ
て
お
り
、「
痩
せ
て
ブ
ロ
ン
ズ
の
よ
う
に
黒
び
か
り
し
た
」、

「
黒
く
干
か
ら
び
た
男
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
黒
色
を
特
徴
と
し
た
人
物

と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の
門
衛
の
姿
は
ま
る
で
強
い
日
ざ
し
に
照
ら
さ
れ
た

広
告
塔
の
下
に
で
き
た
「
影
」
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
に
は
門
衛
を
す

る
前
は
出
版
社
の
校
正
係
と
し
て
働
い
て
い
た
と
い
う
過
去
が
あ
る
。
よ
っ

て
コ
マ
ス
ケ
と
門
衛
に
は
、
コ
マ
ス
ケ
は
「
詩
」
を
書
く
人
物
で
あ
る
の
に

対
し
、
門
衛
は
書
き
手
の
文
章
を
校
正
す
る
人
物
と
い
う
対
に
な
る
関
係
性

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
門
衛
を
広
告
塔
に
で
き
た
「
影
」
で
あ

る
と
捉
え
る
と
、
対
の
関
係
と
な
る
コ
マ
ス
ケ
に
対
し
て
も
門
衛
は
「
影
」

と
し
て
の
位
置
に
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
「
レ
コ
ー
ド
会
社
の
広
告
塔
」
が

音
楽
を
言
葉
に
よ
っ
て
宣
伝
す
る
も
の
と
捉
え
る
と
、「
詩
」
を
書
く
コ
マ

ス
ケ
と
は
、
言
葉
を
扱
う
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
黒
色
の
門

衛
は
言
葉
を
使
う
こ
と
で
つ
く
り
出
さ
れ
る
「
影
」
を
示
す
人
物
な
の
で
あ

る
。こ

の
「
影
」
に
対
し
、
広
告
塔
や
コ
マ
ス
ケ
の
よ
う
に
言
葉
に
よ
っ
て
物

事
を
表
現
す
る
存
在
は
、
事
物
に
「
光
」
を
当
て
る
存
在
と
い
え
る
。
た
と

え
ば
レ
コ
ー
ド
会
社
の
広
告
は
レ
コ
ー
ド
音
楽
の
売
り
出
す
べ
き
側
面
を
言

葉
で
強
調
す
る
こ
と
で
宣
伝
を
行
う
。
詩
人
は
表
現
し
た
い
心
情
や
風
景
を

言
葉
で
的
確
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
言
葉
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
ま
る
で
事
物
に
「
光
」
を
当
て
る
よ
う
に
そ
の
側
面
を
捉
え
、
強
調
す

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
、
あ
る
音
楽
に
つ
い
て
全
て
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
が
難
し
い
よ
う
に
、
言
葉
で
事
物
の
全
て
を
言
い
表
す
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
ゆ
え
に
言
葉
で
対
象
を
照
ら
す
「
光
」
は
常
に
部
分
的
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
言
葉
の
表
現
の
傍
ら
に
は
、
常
に
「
影
」
の
側
面

が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
同
時
に
「
影
」
の
側
面
は
言
葉
に
よ
っ
て
事

物
を
捉
え
、
強
調
す
る
か
ら
こ
そ
生
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

コ
マ
ス
ケ
が
海
水
で
書
い
た
「
詩
」
は
明
晰
な
形
と
な
る
時
、
平
仮
名
と

片
仮
名
が
反
転
し
た
表
記
で
示
さ
れ
る
。
ま
た
コ
マ
ス
ケ
は
「
詩
」
を
山
羊

の
〈
病
〉
を
治
す
た
め
に
書
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
に
治
療
を
依
頼

し
た
門
衛
が
「
薄
よ
ご
れ
痩
せ
さ
ら
ば
え
た
一
匹
の
牡
山
羊
」
に
変
身
す

る
。
出
現
し
た
痩
せ
た
山
羊
は
と
て
も
健
康
な
状
態
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま

り
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
は
、
彼
の
意
図
し
た
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
は

全
く
反
対
の
効
果
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」

が
結
局
は
「
原
初
の
森
の
臭
い
」
な
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て

い
る
。「
原
初
の
森
の
臭
い
が
す
る
は
ず
な
ん
で
す
。」
と
い
う
言
葉
の
「
は

ず
」
か
ら
は
、
本
人
も
実
は
そ
の
不
確
か
さ
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。つ
ま
り
「
詩
」
に
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
を
引
き
起
こ
す
力
が
あ
る
、
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と
い
う
考
え
は
コ
マ
ス
ケ
の
抱
い
た
夢
想
で
し
な
か
っ
た
。
コ
マ
ス
ケ
の

「
詩
」
の
書
か
れ
た
紙
も
ま
た
〈
病
〉
の
原
因
と
な
る
新
聞
紙
と
同
じ
、
言

葉
の
書
か
れ
た
紙
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
も
ま
た
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
の
側
面
に
「
光
」
を
当

て
る
行
為
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
「
詩
」
が
つ
く
り
出
し
た
言
葉
の

「
影
」
の
部
分
が
門
衛
の
変
身
と
い
え
る
。
し
か
し
門
衛
は
す
で
に
広
告
塔

や
詩
人
の
「
影
」
の
存
在
と
し
て
位
置
し
て
い
る
。
よ
っ
て
彼
の
変
身
は

「
影
」
に
起
こ
っ
た
変
化
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
コ
マ
ス
ケ
は
「
詩
」
に

よ
る
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
を
夢
想
し
た
。
そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
言
葉

を
扱
う
以
前
の
世
界
へ
の
回
帰
を
目
指
す
こ
と
で
あ
り
、
矛
盾
を
抱
え
た
考

え
と
い
え
る
。
言
葉
に
よ
る
言
葉
の
強
度
な
否
定
は
反
転
し
た
「
影
」
と
な

る
時
、
強
度
な
言
葉
の
肯
定
と
な
っ
て
出
現
す
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
が

「
詩
」
に
よ
っ
て
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
い
う
、
よ
り
強
い
「
光
」
を

用
い
れ
ば
、
よ
り
濃
い
「
影
」
が
浮
き
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
に

生
じ
た
の
が
門
衛
の
変
身
し
た
牡
山
羊
の
姿
で
あ
り
、
言
葉
を
使
う
こ
と

よ
っ
て
〈
病
〉
を
抱
え
た
存
在
の
姿
な
の
で
あ
る
。

コ
マ
ス
ケ
が
門
衛
の
変
身
と
い
う
不
思
議
な
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
す

る
と
、
広
告
塔
の
て
っ
ぺ
ん
の
旗
が
は
た
は
た
と
鳴
る
。
そ
し
て
彼
の
耳
に

レ
コ
ー
ド
の
音
楽
が
届
い
て
く
る
。
こ
の
音
楽
は
リ
ズ
ム
・
デ
ル
タ
・
ボ
ー

イ
ズ
の
「
ド
ラ
イ
・
ボ
ー
ン
ズ
」
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
・
デ
ル
タ
・
ボ
ー
イ
ズ

は
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
出
身
の
音
楽
グ
ル
ー
プ
で
、
カ
ン
ト
リ
ー
や
ゴ
ス
ペ
ル

音
楽
の
演
奏
で
知
ら
れ
て
い
る
。
音
楽
が
聞
こ
え
始
め
た
の
は
、
広
告
塔
の

下
の
「
影
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
門
衛
の
変
化
が
影
響
し
て
い
る
。
コ
マ

ス
ケ
の
「
詩
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
濃
く
な
っ
た
「
影
」
は
広
告
塔
に
お
い
て

も
、
そ
の
「
影
」
を
よ
り
際
立
た
せ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
言
葉
の
つ
く
る

「
影
」
が
際
立
つ
こ
と
で
、
宣
伝
広
告
の
言
葉
の
「
影
」
と
な
っ
て
い
た
レ

コ
ー
ド
音
楽
の
旋
律
が
聴
こ
え
た
の
だ
と
い
え
る
。「
ド
ラ
イ
・
ボ
ー
ン
ズ
」

は
黒
人
霊
歌
で
、
詩
も
作
者
も
不
明
の
伝
承
曲
で
あ
り
、
詩
の
題
材
は
聖
書

の
物
語
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
。

D
em
bones,dem

bones,dem
dry
bones,

N
ow
hearthe

w
ord
ofthe

Load
!

Ezekielconnecta
dem

dem
dry
bones,

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

と
い
う
小
説
の
最
後
の
部
分
に
引
用
さ
れ
た
詩
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
ド

ラ
イ
・
ボ
ー
ン
ズ
」
は
旧
約
聖
書
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
、
三
十
七
章
一
節
か
ら

十
四
節
に
あ
る
「
枯
れ
た
骨
の
復
活
」
と
い
う
奇
跡
物
語
に
つ
い
て
の
歌
で

あ
る
。「
枯
れ
た
骨
の
復
活
」
は
預
言
者
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
物
語
で
、
あ
る
日

エ
ゼ
キ
エ
ル
は
神
の
言
葉
を
受
け
て
谷
に
や
っ
て
く
る
。
彼
は
そ
こ
で
無
数

の
人
骨
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
そ
れ
ら
枯
れ
た
骨
を
目
の
あ
た
り

に
し
た
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
神
が
言
う
。「
人
の
子
よ
、
こ
れ
ら
の
骨
に
向
か
っ

て
預
言
し
、
彼
ら
に
言
い
な
さ
い
。
枯
れ
た
骨
よ
、
主
の
言
葉
を
聞
け
。
こ

れ
ら
の
骨
に
向
か
っ
て
、
主
な
る
神
は
こ
う
言
わ
れ
る
。
見
よ
、
わ
た
し
は

お
前
た
ち
の
中
に
霊
を
吹
き
込
む
。
す
る
と
お
前
た
ち
は
生
き
返
る
。
わ
た

し
は
、
お
前
た
ち
の
上
に
筋
を
お
き
、
肉
を
つ
け
、
皮
膚
で
覆
い
、
霊
を
吹

き
込
む
。
す
る
と
、
お
前
た
ち
は
生
き
返
る
。
そ
し
て
、
お
前
た
ち
は
わ
た

し
が
主
で
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
る
。」
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
命
じ
ら
れ
た

よ
う
に
預
言
す
る
と
、
枯
れ
た
骨
は
そ
れ
ぞ
れ
が
繋
が
り
、
筋
肉
が
つ
き
、

皮
膚
が
生
じ
て
元
の
人
間
の
姿
に
再
生
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
に
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霊
が
吹
き
込
ま
れ
て
、
枯
れ
た
骨
は
生
き
た
人
間
と
し
て
復
活
す
る
と
い
う

内
容
で
あ
る
。

こ
の
奇
跡
物
語
は
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
に
お
け
る
コ
マ
ス
ケ
の
「
原

初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
い
う
夢
想
と
重
な
る
内
容
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
に
語
り
か
け
る
神
は
聖
書
に
お
け
る
万
物
の
創
造
し
た

言
葉
で
あ
り
、
つ
ま
り
人
間
は
言
葉
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
「
枯
れ
た
骨
の
復
活
」
は
死
ん
だ
人
間
が
神＝

言
葉
に
よ
っ

て
再
び
生
き
る
者
と
し
て
創
造
さ
れ
る
物
語
と
い
え
る
。

こ
の
物
語
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
神＝

言
葉
に
よ
る
人
間
の
再
生
に
、

エ
ゼ
キ
エ
ル
と
い
う
人
間
が
介
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
エ
ゼ
キ
エ

ル
の
預
言
に
よ
っ
て
「
枯
れ
た
骨
の
復
活
」
が
遂
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
人
間
で
あ
る
彼
の
述
べ
る
言
葉
が
万
物
を
創
造
す
る
神＝

言
葉
に
等
し

い
存
在
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
は
自
分
の
「
詩
」
に
は
「
原
初
の
森
の

臭
い
が
す
る
は
ず
」
と
い
う
コ
マ
ス
ケ
の
夢
想
と
共
通
す
る
。
つ
ま
り
浜
辺

に
流
れ
る
「
ド
ラ
イ
・
ボ
ー
ン
ズ
」
の
歌
詞
は
、
コ
マ
ス
ケ
が
自
分
の
「
詩
」

に
抱
く
理
想
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

引
用
さ
れ
る
英
詩
の
あ
と
に
は
三
点
リ
ー
ダ
ー
の
み
が
「
ド
ラ
イ
・
ボ
ー

ン
ズ
」
の
音
楽
を
示
す
も
の
と
し
て
続
く
。
こ
れ
は
曲
を
構
成
し
て
い
る
歌

詞
と
旋
律
の
う
ち
、
言
葉
が
消
え
、
音
だ
け
が
残
っ
て
聴
こ
え
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
に
対
す
る
夢
想
を
表
す
エ
ゼ
キ
エ
ル
の
物
語

を
歌
う
歌
詞
が
消
え
、
言
葉
の
「
影
」
と
な
っ
て
い
た
音
楽
が
際
立
っ
た
こ

と
を
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
描
写
も
ま
た
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
に

よ
る
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
が
夢
想
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
そ
の
夢

想
を
信
じ
て
「
詩
」
を
書
け
ば
書
く
ほ
ど
言
葉
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る

「
影
」
の
部
分
が
強
く
表
れ
て
く
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
門
衛
の
変
身
か
ら
は
、
コ
マ
ス
ケ
の
自
分
の
書
く
「
詩
」
に

は
「
原
初
の
森
の
臭
い
」
が
あ
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
〈
病
〉
を
抱
え
る
存
在

を
治
す
力
が
あ
る
と
い
う
考
え
が
彼
の
夢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。「

原
初
の
森
」
と
は
神＝

言
葉
が
創
造
し
た
万
物
が
、
何
の
解
釈
も
意
味

も
付
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
在
す
る
世
界
と
い
え
る
。
そ
こ
に
は
「
光
」
も

「
影
」
も
な
い
。「
光
」
や
「
影
」
は
人
間
が
事
物
を
解
釈
し
、
意
味
づ
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
コ
マ
ス
ケ
が
自
分

の
「
詩
」
に
よ
る
「
原
初
の
森
」
の
実
現
を
試
み
て
も
「
詩
」
が
事
物
に
人

間
が
解
釈
や
意
味
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で

あ
る
。「
詩
」
を
書
く
こ
と
は
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
は
む
し
ろ
反
対

に
、
事
物
に
よ
り
明
確
な
「
光
」
と
「
影
」
と
い
う
二
重
構
造
を
つ
く
り
出

す
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

コ
マ
ス
ケ
と
ア
ダ
ム
の
孤
独
に
つ
い
て

ま
た
コ
マ
ス
ケ
は
、
神
に
創
造
さ
れ
た
最
初
の
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム
に
重

ね
ら
れ
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
コ
マ
ス
ケ
の
胸
の
病
巣
と
ア
ダ
ム
の
肋
骨
と

い
う
、
自
己
の
内
部
に
あ
る
も
の
が
外
部
に
現
れ
る
点
で
共
通
す
る
要
素
を

持
つ
た
め
と
い
え
る
。
門
衛
が
変
身
し
た
山
羊
を
売
却
し
た
後
、
コ
マ
ス
ケ

は
東
京
行
の
列
車
に
乗
る
。
だ
れ
も
い
な
い
車
輛
の
中
で
コ
マ
ス
ケ
は
自
分

が
孤
独
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。

―
―
こ
う
し
て
コ
マ
ス
ケ
は
完
全
に
ひ
と
り
で
あ
る
自
分
を
確
認
す

る
。
孤
独
。
孤
独
と
は
こ
う
い
う
具
合
に
起
る
の
か
。
そ
れ
は
病
気
、
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た
と
え
ば
発
熱
に
似
て
い
る
で
は
な
い
か
―
―
。
彼
の
肺
に
は
空
洞
が

あ
る
。
病
菌
に
侵
さ
れ
た
空
洞
、
し
か
し
今
や
、
空
洞
は
靴
下
を
裏
返

し
す
る
よ
う
に
内
部
か
ら
彼
を
包
み
込
み
、
た
め
に
コ
マ
ス
ケ
自
身
ひ

と
つ
の
空
虚
の
な
か
に
完
全
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
の
ご
と

く
で
あ
る
。
あ
あ
、
孤
独
と
は
内
部
か
ら
外
部
へ
と
ひ
ろ
が
る
も
の
、

病
巣
の
よ
う
に
、
ア
ダ
ム
の
肋
骨
の
よ
う
に
、
マ
テ
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
の
傾
向
を
有
っ
て
い
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

コ
マ
ス
ケ
は
肺
結
核
に
よ
る
胸
の
空
洞
を
孤
独
の
概
念
と
重
ね
る
。
そ
し

て
自
己
の
内
部
の
空
洞＝

孤
独
は
拡
張
の
果
て
に
コ
マ
ス
ケ
を
も
包
み
込
ん

で
し
ま
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
つ
ま
り
空
洞＝

孤
独
の
広
が
り
は
外
部
と

内
部
の
反
転
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
の
肋
骨
に
関
し
て
は
聖
書

の
創
世
記
二
章
十
五
節
か
ら
二
十
五
節
に
お
け
る
女
の
創
造
の
物
語
が
あ

る
。
こ
ち
ら
も
孤
独
と
い
う
問
題
が
登
場
し
、
ア
ダ
ム
の
肋
骨
と
い
う
内
部

の
存
在
が
外
部
に
出
現
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

女
の
創
造
は
神
が
初
め
の
人
間
で
あ
る
ア
ダ
ム
を
創
造
し
た
あ
と
に
「
人

が
独
り
で
い
る
の
は
良
く
な
い
、
彼
に
合
う
助
け
る
者
を
造
ろ
う
」
と
決
め

る
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
神
は
彼
の
た
め
に
様
々
な
生
き
物
を
創
造

し
、
ア
ダ
ム
は
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
に
名
を
つ
け
る
。
し
か
し
彼
は
自
分
に

合
う
存
在
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
神
は
ア
ダ
ム
を
深
い
眠
り

に
落
と
し
て
彼
の
肋
骨
か
ら
女
を
創
る
。
神
が
彼
女
を
ア
ダ
ム
の
も
と
に
連

れ
て
来
る
と
、
彼
は
「
つ
い
に
こ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
の
骨
の
骨
、
こ
れ
を
こ

そ
、
女
（
イ
シ
ャ
ー
）
と
呼
ぼ
う

ま
さ
に
、
男
（
イ
シ
ュ
）
か
ら
取
ら
れ

た
も
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
彼
女
を
自
分
に
合
う
も
の
と
し
て
認
め
る
。

「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
に
お
い
て
コ
マ
ス
ケ
と
ア
ダ
ム
を
重
ね
合
わ
せ

て
表
現
す
る
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
ダ
ム
の
肋
骨
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
女
の
創
造
の
物
語
が
神
の
「
人
が
独
り
で
い
る
の
は
良
く
な
い
」

と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

神
に
創
造
さ
れ
た
あ
と
、ア
ダ
ム
は
「
独
り
」
で
あ
り
、孤
独
な
状
態
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
女
の
創
造
は
ア
ダ
ム
の
孤
独
と
い
う
問
題
に
対
処
し
て
ゆ
く

物
語
と
も
い
え
る
。
ア
ダ
ム
の
孤
独
は
、
彼
が
神
に
造
ら
れ
た
初
め
の
人
間

で
あ
り
同
胞
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

こ
と
以
前
に
ア
ダ
ム
が
自
分
自
身
を
「
独
り
」
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
状
態

に
あ
っ
た
こ
と
に
孤
独
と
い
う
問
題
の
原
因
が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ア
ダ
ム
が
孤
独
と
い
う
状
態
に
至
る
に
は
、
ま
ず
彼
自
身
が
「
独
り
」
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。さ
ら
に
自
分
が
「
独
り
」

で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
た
め
に
は
自
己
と
他
者
を
分
け
て
認
識
で
き
る
必

要
が
あ
る
。

そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
事
物
に
解
釈
と
意
味
を
与
え
、
自
己
と
い
う
存

在
を
際
立
た
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
ダ
ム
の
物
語
に
お
い
て
こ
れ
に
該
当
す

る
行
動
は
、ア
ダ
ム
の
「
名
づ
け
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。神＝

言
葉
は
様
々

な
生
き
物
を
創
造
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
物
に
名
を
与
え
る
の
は
人
間

の
ア
ダ
ム
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
の
「
名
づ
け
」
と
い
う
行
為
は
、
神＝

言
葉
が

創
造
し
た
も
の
に
対
し
て
人
間
が
解
釈
や
意
味
を
与
え
て
ゆ
く
行
為
で
あ
る

と
い
え
、
ア
ダ
ム
は
事
物
に
対
し
て
解
釈
や
意
味
に
よ
る
「
光
」
と
「
影
」

の
部
分
を
つ
く
り
出
し
た
最
初
の
人
間
と
い
え
る
。
そ
し
て
ア
ダ
ム
の
抱
く

孤
独
と
は
、
彼
の
「
名
づ
け
」
と
い
う
行
為
が
つ
く
り
出
し
た
「
影
」
の
部

分
と
い
え
る
。

つ
ま
り
「
名
づ
け
」
は
事
物
に
解
釈
や
意
味
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
の
と

同
時
に
事
物
と
事
物
を
分
け
て
認
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
自
己
と
は
事
物
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に
名
を
つ
け
て
区
別
し
た
と
き
に
初
め
て
認
識
さ
れ
る
「
影
」
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
自
己
の
認
識
と
は
、
他
の
何
も
の
で
も
な
い
存
在
に
対
す
る
認

識
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
独
り
」
で
あ
る
こ
と
の
認
識＝

孤
独
の
認
識
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
ア
ダ
ム
の
孤
独
は
彼
が
言
語
を
扱
う
存
在
で
あ
る
ゆ

え
に
生
じ
て
い
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ＝

ス
ト
ロ
ー
ス
は
人
間
の
「
名
づ
け
」
は
「
自
然
か
ら
文
化
へ
の

移
行
が
遂
行
さ
れ
る
基
礎
的
な
手
続
き
」（
出
口
顯
『
名
前
の
ア
ル
ケ
オ
ロ

ジ
ー
』
紀
伊
国
屋
書
店

一
九
九
五
・
九
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
神＝

言
葉
が
創
造
し
た
事
物
を
人
間
の
支
配
の
中
に
組
み
込
む
手
続
き
と
も
い
え

る
。
そ
の
た
め
「
名
づ
け
」
は
人
間
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
よ
う
に
事
物
の

側
面
を
照
ら
し
出
す
行
為
と
捉
え
ら
れ
る
。
ア
ダ
ム
は
女
に
対
し
て
も
、
男

の
肋
骨
か
ら
創
ら
れ
た
存
在
と
い
う
意
味
を
込
め
て
「
女
（
イ
シ
ャ
ー
）」

と
名
を
与
え
る
。
ア
ダ
ム
は
女
を
男
の
肋
骨
か
ら
創
ら
れ
た
存
在
と
意
味
づ

け
る
と
同
時
に
、
女
は
男
に
付
随
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
序
列
関
係
を
つ

く
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
人
間
は
事
物
を
自
分
の
力

が
及
ぶ
状
態
に
す
る
た
め
に
、
全
て
の
事
柄
に
解
釈
や
意
味
を
与
え
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
存
在
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
代
償
で
あ
る
「
影
」
と
し
て

存
在
す
る
問
題
の
一
つ
が
孤
独
で
あ
る
。

コ
マ
ス
ケ
の
孤
独
が
ア
ダ
ム
と
同
じ
よ
う
に
言
語
を
扱
う
こ
と
が
原
因
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
コ
マ
ス
ケ
の
孤
独
と
重
な
り
合
う
彼
の
胸
の
空

洞
、病
気
自
体
も
ま
た
言
語
を
扱
う
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

コ
マ
ス
ケ
は
内
部
か
ら
外
部
へ
と
広
が
っ
て
い
く
病
巣
の
よ
う
な
孤
独
が
自

分
を
包
み
込
む
の
を
感
じ
な
が
ら
誰
も
い
な
い
車
輛
か
ら
車
輛
へ
と
進
ん
で

ゆ
く
。
ま
る
で
孤
独
は
「
コ
マ
ス
ケ
の
歩
調
と
ぴ
っ
た
り
と
足
を
揃
え
て
蹤

い
て
く
る
「
颱
風
の
目
」」
の
よ
う
に
彼
の
も
と
を
離
れ
な
い
。
し
か
し
コ

マ
ス
ケ
が
最
後
の
車
輛
に
辿
り
着
い
た
時
、「
彼
を
包
ん
で
い
た
孤
独
は
し
ゃ

ぼ
ん
玉
の
よ
う
に
潰
れ
去
」
り
、
一
転
し
て
孤
独
は
「
ひ
と
つ
の
マ
テ
リ
ア

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
実
現
」
す
る
。
こ
れ
ま
で
コ
マ
ス
ケ
の
内
部
に
存
在
し
て

い
た
空
洞＝

孤
独
は
、
彼
の
外
部
に
具
体
的
な
形
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
登

場
す
る
。
そ
の
姿
は
飢
え
た
仔
猫
で
あ
っ
た
。

本
作
品
に
お
け
る
「
マ
テ
リ
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
は
内
部
の
空
洞
が
外

部
と
入
れ
替
わ
っ
て
明
確
な
形
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
解
釈
や
意
味

づ
け
が
つ
く
り
出
す
「
光
」
と
「
影
」
が
逆
転
し
、「
影
」
に
位
置
し
て
い

た
部
分
が
際
立
っ
て
く
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
仔
猫
も
ま
た
コ
マ

ス
ケ
の
内
部
の
空
洞＝

孤
独
が
浮
彫
に
な
っ
た
姿
で
あ
り
、
も
と
は
コ
マ
ス

ケ
の
つ
く
り
だ
し
た
「
影
」
な
の
で
あ
る
。
コ
マ
ス
ケ
は
仔
猫
の
飢
え
て
い

る
様
子
を
見
る
と
、
門
衛
の
山
羊
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
持
っ
て
い
た
葡

萄
パ
ン
に
夜
の
霧
で
「
詩
」
を
書
い
て
食
べ
さ
せ
る
。
彼
は
自
分
の
書
い
た

「
詩
」
が
小
動
物
の
体
内
で
す
っ
か
り
消
化
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
時
、「
言

お
う
よ
う
な
い
喜
び
」
に
震
え
る
。
そ
し
て
「（
誰
が
神
さ
ま
の
た
め
に
な

ん
ぞ
書
く
も
の
か
い
！
）」
と
神
様
の
た
め
で
は
な
く
、
飢
え
た
動
物
た
ち

の
た
め
に
の
み
「
詩
」
を
書
こ
う
と
考
え
る
。
ま
た
コ
マ
ス
ケ
は
、
も
と
も

と
「
詩
」
と
は
「
獣
た
ち
に
食
わ
れ
、
消
化
さ
れ
て
、
大
地
に
帰
還
す
る
」

も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
に
至
る
。

こ
れ
も
ま
た
「
詩
」
が
動
物
た
ち
の
飢
え
を
満
た
し
、「
原
初
の
森
」
へ

の
回
帰
を
実
現
で
き
る
も
の
と
す
る
コ
マ
ス
ケ
の
夢
想
と
い
え
る
。
さ
ら
に

彼
は
神
を
も
「
詩
」
を
書
い
て
や
る
対
象
と
捉
え
た
上
で
、
神
に
「
詩
」
を

書
い
て
救
済
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
は
万
物
に
影
響
で

き
る
の
は
神＝
言
葉
で
は
な
く
、
言
葉
を
操
る
こ
と
の
で
き
る
詩
人＝

人
間

で
あ
る
と
考
え
る
点
で
、神＝

言
葉
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
存
在
と
い
え
る
。

― 175 ―



四

言
葉
遊
び
に
よ
る
二
重
構
造
に
つ
い
て

し
か
し
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
は
再
び
仔
猫
の
変
身
と
い
う
、
言
葉
に
よ
っ

て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
「
影
」
の
変
化
を
招
い
て
い
る
。
我
に
か
え
っ
た
コ
マ

ス
ケ
は
、
自
分
が
「
詩
」
の
書
か
れ
た
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
仔
猫
が
少
女
の

姿
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
内
在
し
て
い
た
部
分
が
外
部
に
お
い

て
変
化
す
る
構
図
は
ア
ダ
ム
の
物
語
と
共
通
し
て
お
り
、
コ
マ
ス
ケ
の
内
部

の
空
洞
が
変
化
し
た
結
果
と
し
て
出
現
し
た
少
女
は
、
ア
ダ
ム
に
対
す
る
女

の
位
置
に
相
当
す
る
と
い
え
る
。
一
方
で
コ
マ
ス
ケ
と
少
女
の
関
係
が
ア
ダ

ム
の
場
合
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ダ
ム
が
女
に
名
を
与
え
た
の
に
対
し

て
、
コ
マ
ス
ケ
は
反
対
に
少
女
か
ら
名
を
言
い
当
て
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。「
あ
な
た
、
コ
マ
ス
ケ
さ
ん
で
し
ょ
？
」
と
少
女
は
言
い
、「
当
っ
た
？

で
も
、
あ
た
し
、
あ
な
た
の
名
前
な
ん
か
今
の
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
わ
。

た
だ
『
コ
マ
ス
ケ
さ
ん
で
し
ょ
？
』
っ
て
言
っ
て
み
た
だ
け
な
の
、
む
か
し

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
が
ス
ペ
イ
ン
の
船
を
見
つ
け
て
、『
や
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
だ
。

お
れ
た
ち
は
発
見
さ
れ
た
！
』
と
叫
ん
だ
よ
う
に
ね
。」
と
コ
マ
ス
ケ
の
名

を
特
定
し
た
と
話
す
。

「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
彼
ら
を
「
発
見
し
た
」
と
し
た
た

め
に
「
発
見
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
彼
ら
を
「
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
は
じ
め
て
彼
ら
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
い

う
存
在
と
な
っ
た
。つ
ま
り
こ
の
箇
所
で
コ
マ
ス
ケ
は
少
女
に
「
コ
マ
ス
ケ
」

と
呼
ば
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
「
コ
マ
ス
ケ
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
コ
マ
ス
ケ
は
少
女
に
自
分
の
名
を
呼
ば
れ
る
こ
と
で
、
彼
女
に
よ
っ
て
名

を
与
え
ら
れ
た
の
だ
と
い
え
る
。

コ
マ
ス
ケ
の
胸
の
空
洞＝

孤
独
が
拡
張
す
る
こ
と
で
出
現
し
た
仔
猫
は
言

葉
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
に
よ
っ
て
仔
猫
か
ら
変
身
し

た
少
女
は
、
ア
ダ
ム
の
場
合
と
は
反
対
に
コ
マ
ス
ケ
を
名
づ
け
る
立
場
に
ま

で
至
っ
た
。
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
は
ま
た
も
や
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
で

は
な
く
、
言
葉
と
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
影
」
の
浮
彫
、
さ
ら
に
は

名
づ
け
る
主
体
へ
の
逆
転
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

自
分
の
名
前
を
言
い
当
て
ら
れ
た
の
に
対
し
、
コ
マ
ス
ケ
も
ま
た
少
女
の

姿
を
見
て
「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」
と
い
う
名
を
少
女
に
充
て
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
コ
マ
ス
ケ
が
彼
女
を
「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」
と
言
い
当
て
た

途
端
、
少
女
は
自
分
の
「
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
」
と
い
う
言
葉
の
「
影
」
に

な
っ
た
部
分
を
表
し
は
じ
め
る
。
少
女
は
夜
の
街
で
男
た
ち
の
煙
草
に
眼
で

火
を
つ
け
て
や
る
こ
と
で
僅
か
な
金
を
得
て
お
り
、
体
を
売
っ
て
生
活
し
て

い
る
の
だ
と
い
う
。
男
た
ち
の
煙
草
と
少
女
の
眼
の
中
の
火
の
接
触
は
性
的

な
表
現
を
示
し
、
コ
マ
ス
ケ
が
少
女
に
童
話
的
な
意
味
で
与
え
た
「
マ
ッ
チ

売
り
の
少
女
」
と
い
う
名
は
同
時
に
「
少
女
娼
婦
」
と
い
う
二
重
の
意
味
合

い
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
コ
マ
ス
ケ
が
物
事
に
充
て
て
ゆ
く
言
葉
は
、
意
図
し
た
意
味

と
は
別
の
意
味
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
コ
マ
ス
ケ

自
身
が
言
葉
を
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
影
」
で
あ
る
、
病
巣＝

空
洞

＝
孤
独
が
顕
在
化
し
た
姿
と
し
て
の
少
女
は
言
葉
の
持
つ
二
重
構
造
を
明
ら

か
に
し
て
ゆ
く
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
コ
マ
ス
ケ
と
少
女

が
関
わ
る
描
写
に
は
、
言
葉
あ
る
い
は
事
物
の
持
つ
二
重
構
造
に
関
す
る
表

現
が
頻
出
し
て
い
る
。

少
女
は
「
マ
ッ
チ
売
り
」
と
い
う
仕
事
の
た
め
に
眼
の
病
気
を
患
っ
て
い

る
が
、
少
女
に
そ
の
自
覚
は
な
く
「
白
内
障
」
と
い
う
言
葉
は
病
名
の
意
味
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を
知
ら
な
い
少
女
に
と
っ
て
言
葉
の
音
と
し
て
「
ソ
コ
ヒ
」
と
認
識
さ
れ

る
。
よ
っ
て
「
白
内
障
（
ソ
コ
ヒ
）」
と
い
う
言
葉
に
は
意
味
の
理
解
と
不

理
解
の
二
重
構
造
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
コ
マ
ス
ケ
が
少
女
の
眼
を
覗
い
て
み

る
と
、
彼
に
は
少
女
に
紛
れ
も
な
い
白
内
障
の
兆
候
が
あ
る
の
が
分
か
る
。

そ
し
て
少
女
の
眼
の
な
か
に
は
深
く
澄
ん
だ
眼
の
色
の
底
に
眼
病
の
た
め
に

「
半
透
明
の
真
珠
母
い
ろ
が
油
の
澱
み
の
よ
う
に
よ
ど
ん
で
い
る
」
部
分
が

あ
る
と
い
う
、
清
濁
の
二
重
構
造
が
存
在
す
る
。
他
に
も
、
接
触
す
る
コ
マ

ス
ケ
の
唇
と
少
女
の
瞼
は
上
下
の
皮
膚
が
合
わ
さ
る
も
の
と
し
て
共
通
す
る

が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
異
な
る
器
官
で
あ
る
こ
と
や
、
暗
い
ト
ン
ネ
ル
に
這
入
る

と
車
窓
に
見
え
て
い
た
外
の
景
色
が
消
え
、
代
わ
り
に
車
内
の
二
人
の
顔
が

浮
か
び
上
が
る
こ
と
な
ど
が
二
重
構
造
を
示
す
描
写
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
た
少
女
は
映
画
が
好
き
で
憧
れ
て
い
る
女
優
だ
と
い
う
「
シ
ャ
ル
ロ
ッ

ト
・
コ
ル
デ
エ
」
に
つ
い
て
話
す
が
、
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
コ
ル
デ
ー
は
歴
史

的
に
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
に
ジ
ャ
コ
バ
ン
党
員
の
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・

マ
ラ
ー
を
暗
殺
し
、
断
頭
台
に
立
っ
た
女
性
暗
殺
者
の
名
と
し
て
知
ら
れ
て

お
り
、
こ
こ
に
も
二
重
化
し
た
意
味
が
見
ら
れ
る
。
少
女
は
身
の
上
話
を
す

る
が
、
そ
の
話
か
ら
少
女
の
父
親
は
コ
マ
ス
ケ
が
浜
辺
で
出
会
っ
た
門
衛
の

男
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
門
衛
と
い
う
職
業
も
ま
た
、
コ
マ
ス
ケ
の

よ
う
に
病
院
か
ら
脱
走
す
る
者
の
番
人
と
し
て
存
在
す
る
職
業
で
あ
り
、
こ

の
点
に
お
い
て
も
門
衛
の
男
は
コ
マ
ス
ケ
の
「
影
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
門
衛
が
変
身
し
た
山
羊
を
売
却
し
た
後
も
な
お
、
彼
の
娘
が
コ
マ

ス
ケ
の
一
層
濃
く
な
っ
た
「
影
」
と
し
て
出
現
す
る
の
は
、
こ
の
「
影
」
と

い
う
存
在
が
コ
マ
ス
ケ
が
言
葉
を
扱
う
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も

つ
い
て
く
る
離
れ
ら
れ
な
い
存
在
だ
か
ら
と
い
え
る
。
少
女
と
門
衛
の
関
係

を
知
っ
た
コ
マ
ス
ケ
の
動
揺
は
、
こ
の
逃
れ
ら
れ
な
い
「
影
」
に
対
す
る
動

揺
を
示
す
と
捉
え
ら
れ
る
。
シ
ョ
ッ
ク
を
隠
す
べ
く
コ
マ
ス
ケ
が
咄
嗟
に
煙

草
を
口
に
持
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
、
少
女
は
慣
れ
た
様
子
で
コ
マ
ス
ケ
の

煙
草
に
眼
で
火
を
つ
け
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
が
少
女
に
充
て
た
「
マ
ッ
チ

売
り
の
少
女
」
と
い
う
言
葉
に
彼
が
意
図
し
た
童
話
的
な
意
味
は
、
少
女
が

明
ら
か
に
し
た
「
少
女
娼
婦
」
と
い
う
「
影
」
の
意
味
に
逆
転
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
意
味
の
逆
転
が
コ
マ
ス
ケ
を
唖
然
と
さ
せ
る
と
い
え
る
。

五

浮
彫
さ
れ
る
「
黒
い
影
」
に
つ
い
て

コ
マ
ス
ケ
は
東
京
に
着
く
と
少
女
に
気
付
か
れ
な
い
よ
う
に
彼
女
を
病
院

へ
連
れ
て
行
こ
う
と
苦
心
す
る
。
一
方
で
コ
マ
ス
ケ
は
少
女
の
病
気
の
た
め

に
「
く
さ
か
げ
ろ
う
み
た
い
に
青
く
透
き
と
お
る
よ
う
に
や
せ
て
し
ま
っ

て
、
大
き
な
美
し
い
眼
に
し
ろ
い
眼
帯
を
し
な
が
ら
」
夜
の
銀
座
裏
を
歩
く

姿
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
彼
は
少
女
を
病
院
へ
連
れ
て
ゆ
く
前
か
ら
、

少
女
を
自
分
の
解
釈
に
よ
っ
て
「
病
気
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
は
じ
め
て
い

る
の
で
あ
る
。
タ
ク
シ
ー
に
乗
る
と
少
女
は
「
ギ
ン
ザ
」
へ
行
き
た
い
と
言

う
。
こ
こ
で
も
少
女
の
言
葉
で
銀
座
は
「
ギ
ン
ザ
」
と
表
記
さ
れ
、
彼
女
が

銀
座
の
街
を
知
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

少
女
に
は
銀
座
へ
「
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
コ
ル
デ
エ
」
の
映
画
を
見
に
行
こ

う
と
言
っ
て
、
コ
マ
ス
ケ
は
密
か
に
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
目
指
す
病
院
の

名
を
告
げ
る
。コ
マ
ス
ケ
が
病
院
か
ら
脱
出
し
た
後
の
旅
路
は
、地
名
が
徐
々

に
細
か
く
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
ず
コ
マ
ス
ケ
が

入
院
し
て
い
た
病
院
は
病
院
名
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
場
所
に
つ
い
て
も
言

及
が
な
い
。
そ
れ
か
ら
汽
車
に
乗
っ
た
コ
マ
ス
ケ
は
東
京
に
着
き
、
タ
ク
シ
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ー
で
東
京
の
銀
座
の
街
を
過
ぎ
、
少
女
に
診
察
を
受
け
さ
せ
る
「
聖
ル
ク
レ

チ
ア
病
院
」
へ
至
る
。
い
わ
ば
コ
マ
ス
ケ
の
旅
は
名
の
無
い
病
院
か
ら
名
を

持
つ
病
院
へ
の
旅
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
コ
マ
ス
ケ
が
言
葉
に
よ
っ
て
事
物
を

よ
り
細
か
く
解
釈
し
、
意
味
づ
け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
性
質
ゆ
え
の
脱
走
劇

で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
場
所
が
特
定
さ
れ
る
ほ
ど
言
葉
に
よ
る
「
影
」

は
濃
く
な
る
の
で
あ
る
。

到
着
し
た
場
所
が
映
画
館
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
少
女
に
対
し
て
コ
マ

ス
ケ
は
ク
イ
ズ
を
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
こ
が
病
院
で
あ
る
こ
と
を
言
い
当

て
さ
せ
る
。
コ
マ
ス
ケ
が
勧
め
て
も
少
女
は
診
察
を
拒
否
す
る
。
運
転
手
は

彼
ら
が
言
い
合
う
傍
ら
と
ぼ
け
た
表
情
で
「
セ
ヴ
ィ
ラ
の
理
髪
師
」
を
口
笛

で
吹
き
始
め
る
。
こ
の
様
子
も
少
女
の
眼
の
病
気
に
関
わ
る
深
刻
な
問
答
を

す
る
傍
ら
で
、「
セ
ヴ
ィ
ラ
の
理
髪
師
」
と
い
う
喜
劇
の
メ
ロ
デ
ィ
が
同
居

し
て
い
る
と
い
う
、
言
葉
と
音
楽
、
悲
劇
と
喜
劇
と
い
う
「
光
」
と
「
影
」

の
関
係
が
二
重
構
造
と
な
っ
た
構
図
と
い
え
る
。
運
転
手
は
客
が
指
示
し
た

場
所
ま
で
彼
を
連
れ
て
ゆ
く
の
が
仕
事
で
あ
り
、
運
転
手
は
自
ら
行
先
を
決

め
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
く
る
「
影
」
と
共
通
し
て

お
り
、
こ
の
運
転
手
も
ま
た
客
で
あ
る
コ
マ
ス
ケ
に
対
す
る
「
影
」
と
し
て

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

診
察
を
拒
む
少
女
に
コ
マ
ス
ケ
は
、
彼
自
身
が
病
気
で
あ
る
か
ら
こ
そ
彼

女
を
病
院
へ
送
り
込
む
必
要
が
あ
る
と
話
す
。
そ
し
て
コ
マ
ス
ケ
は
少
女
を

「
お
れ
の
肋
骨
か
ら
生
れ
た
女
」、「
お
れ
の
病
気
」、「
お
れ
の
孤
独
そ
の
も

の
」
で
あ
る
と
言
い
、「
お
れ
の
存
在
そ
の
も
の
に
ぴ
っ
た
り
重
な
り
合
う

よ
う
な
」、「
距
離
も
時
間
も
な
い
」「
影
の
よ
う
な
」
存
在
だ
と
伝
え
る
。

彼
は
自
分
の
胸
の
空
洞＝

孤
独＝

「
影
」
で
あ
る
彼
女
の
病
気
を
治
さ
な
い

限
り
、
自
分
の
病
気
は
治
せ
な
い
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
コ
マ
ス
ケ
の
少
女
に
診
察
を
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
彼
女
を
医

者
の
言
葉
に
よ
っ
て
「
病
気
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
等
し
い

と
い
え
る
。
つ
ま
り
少
女
は
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
が
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
そ
う
呼

ば
れ
て
は
じ
め
て
「
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
と
な
っ
た
よ
う
に
、「
病
気
」
と
い

う
診
察
を
受
け
る
か
ら
こ
そ
「
病
気
」
に
な
る
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
少

女
が
診
察
を
拒
否
す
る
の
は
、「
病
気
」
で
あ
る
と
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と

で
働
け
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

彼
女
は
「
働
く
」
と
い
う
こ
と
を
「
自
分
が
生
き
て
い
る
の
を
一
瞬
々
々

た
し
か
め
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
忘
れ
る
た
め
に
、
人
間
が
発
明
し
た
無
意

味
な
行
為
の
連
続
を
呼
ぶ
名
前
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
彼
女
に
と
っ
て
生
き

る
こ
と
は
「
行
為
の
価
値
を
犠
牲
に
し
て
、
無
意
味
な
こ
と
に
で
も
何
に
で

も
ぶ
つ
か
」
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
行
為
の
価
値
自
体
は
有
無
を
問
わ
れ

な
い
。
そ
れ
は
行
為
自
体
に
「
有
意
味
」、「
無
意
味
」
と
い
う
言
葉
を
充
て

な
い
こ
と
で
も
あ
る
。
少
女
に
と
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
の
価
値

を
問
わ
ず
に
働
き
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
コ
マ
ス
ケ
は
行
為
の

「
有
意
味
」、「
無
意
味
」
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
お
り
、「
無
意
味
」
で
あ

る
と
判
断
し
た
行
為
は
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
少
女
に
と
っ
て
生

き
る
こ
と
が
「
行
為
の
価
値
を
犠
牲
に
し
て
、
無
意
味
な
こ
と
に
で
も
ぶ
つ

か
」
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
コ
マ
ス
ケ
は
人
間
は
「
意
味
の

あ
る
」
こ
と
を
す
る
と
き
幸
福
に
な
り
、「
無
意
味
」
な
こ
と
を
す
る
と
き

不
幸
に
な
る
と
い
う
考
え
を
持
つ
。
つ
ま
り
彼
は
す
べ
て
の
事
に
対
し
て

「
有
意
味
」、「
無
意
味
」、「
幸
福
」、「
不
幸
」
と
い
う
言
葉
を
充
て
な
け
れ

ば
生
き
ら
れ
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
意
味
の
有
無

や
幸
不
幸
を
定
め
て
い
る
の
は
コ
マ
ス
ケ
が
充
て
た
言
葉
に
す
ぎ
ず
、
少
女

が
「
贋
札
が
贋
札
で
な
い
か
そ
ん
な
こ
と
誰
に
分
か
る
の
。」
と
い
う
よ
う
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に
物
事
の
絶
対
的
な
意
味
を
定
め
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

神＝
言
葉
が
創
造
し
た
万
物
に
対
し
、
人
間
が
言
葉
に
よ
っ
て
加
え
る
解
釈

や
意
味
も
ま
た
、
贋
札
か
贋
札
で
な
い
か
が
分
か
ら
な
い
よ
う
に
不
確
か
な

も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

コ
マ
ス
ケ
は
価
値
の
有
無
を
問
わ
ず
に
大
き
な
絶
対
値
を
集
め
る
こ
と
で

価
値
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
少
女
の
生
き
方
に
反
対
す
る
。
し
か
し
コ
マ
ス

ケ
が
物
事
に
対
し
て
定
め
る
、
意
味
の
有
無
や
幸
不
幸
が
不
確
か
で
あ
る
以

上
、
彼
の
「
意
味
の
あ
る
」
こ
と
だ
け
を
し
よ
う
と
す
る
生
き
方
も
ま
た
結

局
は
「
ス
ペ
ー
ド
の
札
を
一
枚
一
枚
重
ね
る
」
少
女
の
生
き
方
と
等
し
い
と

い
え
る
。
そ
れ
は
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
に
も
共
通
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は

自
分
の
「
詩
」
は
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
る
。
け
れ
ど
彼
の
「
詩
」
は
言
葉
で
あ
る
ゆ
え
「
原
初
の
森
」
ど
こ
ろ

か
、
彼
が
扱
う
言
葉
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
「
影
」
を
深
め
て
ゆ
く
ば
か
り

で
あ
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
も
ま
た
「
詩
」
に
よ
っ
て
絶
対
値
の
大
き
な
マ

イ
ナ
ス
の
札
を
重
ね
、「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
と
い
う
価
値
転
換
を
図
ろ

う
と
す
る
生
き
方
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
。

そ
れ
で
も
物
事
の
価
値
を
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
コ
マ
ス
ケ
に
対
し
、

少
女
は
「
今
す
ぐ
あ
な
た
を
幸
福
に
し
て
あ
げ
る
た
め
に
は
、
こ
う
す
る
よ

り
ほ
か
に
な
い
の
か
し
ら
。」
と
ペ
ン
軸
で
彼
の
胸
の
空
洞
を
刺
し
貫
く
。

コ
マ
ス
ケ
は
倒
れ
、
そ
し
て
彼
の
胸
の
空
洞＝

孤
独
か
ら
生
じ
た
少
女
は
消

滅
し
て
し
ま
う
。
コ
マ
ス
ケ
の
「
詩
」
が
事
物
の
「
影
」
を
浮
彫
に
す
る
効

果
を
持
つ
と
す
る
と
、
そ
の
「
詩
」
を
書
く
ペ
ン
軸
も
ま
た
同
じ
効
果
を
も

た
ら
す
と
い
え
る
。
つ
ま
り
ペ
ン
軸
は
「
コ
マ
ス
ケ
」
と
い
う
名
に
よ
る

「
人
間
」
と
い
う
意
味
の
「
影
」
で
あ
る
「
物
質
」
と
い
う
意
味
を
浮
彫
に

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
に
生
じ
た
の
が
「
人
間
」
と
「
物
質
」

と
い
う
意
味
が
逆
転
し
た
、
彼
の
浮
き
出
た
肋
骨
を
楽
器
に
見
立
て
た
木
琴

と
い
う
、「
物
質
」
と
し
て
の
姿
を
し
た
コ
マ
ス
ケ
な
の
で
あ
る
。

木
琴
と
い
う
物
体
と
な
っ
た
コ
マ
ス
ケ
は
、
も
は
や
言
葉
に
よ
っ
て
解
釈

す
る
こ
と
も
意
味
づ
け
る
こ
と
も
な
い
存
在
で
あ
る
。
コ
マ
ス
ケ
が
「
詩
」

に
よ
っ
て
は
実
現
し
よ
う
と
し
た
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
は
、
人
間
が
言

葉
を
扱
う
以
前
の
世
界
へ
立
ち
返
る
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
の
物

質
化
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
「
原
初
の
森
」
へ
の
回
帰
を
実
現
し
た
こ
と
と

な
り
、
コ
マ
ス
ケ
は
皮
肉
に
も
少
女
の
言
っ
た
よ
う
に
「
幸
福
」
に
な
っ
た

と
い
え
る
。

六

お
わ
り
に

コ
マ
ス
ケ
が
変
身
し
た
木
琴
で
運
転
手
は
音
楽
を
奏
で
る
。
す
る
と
街
路

樹
が
「
お
化
け
の
よ
う
に
ぶ
る
ぶ
る
枝
葉
を
そ
よ
が
せ
」、「
ド
ラ
イ
・
ボ
ー

ン
ズ
」
の
低
音
合
唱
を
は
じ
め
る
。
そ
の
音
楽
は
運
転
手
の
「
黒
い
影
」
と

と
も
に
夜
の
風
景
に
浮
彫
と
な
る
。

コ
マ
ス
ケ
が
木
琴
と
な
っ
た
後
に
描
か
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
言
葉
の
つ

く
り
だ
す
「
影
」
に
位
置
し
て
き
た
存
在
の
姿
で
あ
る
。
客
に
対
す
る
運
転

手
、
山
羊
や
仔
猫
な
ど
動
物
に
対
す
る
植
物
、
歌
詞
に
対
す
る
旋
律
、
高
音

に
対
す
る
低
音
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
て
く
る
様
子
は
、「
光
」
と
「
影
」

の
逆
転
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
コ
マ
ス
ケ
の
木
琴
へ
の
変
身
も
含
め
、
コ

マ
ス
ケ
が
「
詩
」
に
よ
っ
て
一
層
色
濃
く
映
し
出
し
た
「
影
」
は
浮
彫
と
な

る
こ
と
で
表
に
現
れ
、
そ
の
価
値
転
換
を
遂
げ
た
の
だ
と
い
え
る
。

「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
の
題
で
あ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
は
、「
死
」
と

い
う
問
題
に
対
し
、
死
と
は
善
で
も
な
け
れ
ば
悪
で
も
な
い
、
我
々
に
と
っ
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て
無
関
係
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
出
す
。
こ
れ
は
事
物
に
対
し
て
解

釈
や
意
味
づ
け
を
し
な
い
と
い
う
考
え
方
で
も
あ
る
。
コ
マ
ス
ケ
は
「
詩
」

と
い
う
事
物
に
言
葉
で
意
味
づ
け
を
す
る
方
法
に
よ
っ
て
「
原
初
の
森
」
へ

回
帰
す
る
と
い
う
夢
想
に
よ
り
、
言
葉
に
よ
る
「
影
」
を
深
め
た
。
し
か
し

自
ら
も
物
質
化
し
て
「
影
」
の
な
か
に
溶
け
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
で
、
解
釈
の

無
い
世
界
へ
回
帰
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
自
ら
の
胸
の
空
洞＝

孤
独＝

「
影
」

を
極
限
ま
で
浮
彫
に
す
る
こ
と
で
反
対
に
エ
ピ
ク
ロ
ス
哲
学
の
目
指
す
、
物

事
を
意
味
づ
け
な
い
境
地
に
至
っ
た
。ア
ダ
ム
の
肋
骨
に
象
徴
さ
れ
る
「
影
」

は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
世
界
に
通
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
本
作
品
は
「
原
初
の
森
」
へ
回
帰
す
る
夢
想
が
生
む
「
光
」
と

「
影
」
の
逆
転
が
最
終
的
に
「
原
初
の
森
」
へ
繋
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
絶

対
値
の
蓄
積
に
よ
る
価
値
転
換
を
描
い
た
作
品
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

※
本
稿
の
「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
肋
骨
」
の
引
用
は
全
て
『
澁
澤
龍
彥
全
集
』
第

一
巻
（
河
出
書
房
新
社

一
九
九
三
・
五
）
よ
り
。
ま
た
聖
書
は
『
聖
書

新
共
同
訳
』（
日
本
聖
書
協
会

二
〇
〇
八
）
よ
り
引
用
し
た
。

（
お
お
つ
か
ゆ
み

大
学
院
前
期
課
程
在
学
生
）
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