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／
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蓮
賞
重
彦
を
十
分
に
欲
す
・

―
―
Ｉ
Ｌ

「ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
の
話
者
ら
し
さ
一

な
変
革
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

（笑
と

と
ま
で

言
う

（同
）。
し
か
し
ヽ
そ
の
後
さ
ら
に
二
二
年
の
歳
月
が
流
れ
、

今
、
よ
う
や
く
こ
の
「例
え
ば
」
が
本
当
に
な
る
時
が
来
た
。
し
か

も
版
元
は
他
な
ら
ぬ
筑
摩
書
房
で
あ
る
。

「
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
論
』
は
幻
の
書
物
と
し
て
終
わ
る
は
ず

だ

っ
た
。
ァ

れヽ
を
完
成
さ
せ
て
し
ま
う
と
ヽ
自
分
の
批
評
は
お
し

ま
い
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
危
惧
が
あ
る
と
さ
え
思
え

る
」
と
の

一
九
九
二
年
の
著
者
の
弁
に
は
、
清
々
し
い
諦
め
さ
え
読

め
る

（「
イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
　
蓮
賞
重
彦
論
の
た
め
に
」
聞
き
手
。
金
井
美
恵

子
。
「
國
文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
」

一
九
九
二
年
七
月
号
、
た
～
二

四
）。
当
初
の
刊
行
予
定
は

一
九
八

一
年
だ

つ
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ

の
イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
の
時
点
で
す
で
に
予
定
か
ら
は

一
〇
年
以
上
が
経

過
し
て
い
る
。
大
学
の
紀
要
を
含
め
あ
ち
こ
ち
に
ば
ら
ば
ら
の
形
で

発
表
さ
れ
て
き
た

「『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」
は
、
多
く
の
読
者

に
と
っ
て
は
入
手
困
難
な
状
態
が
長
く
続
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
著

者
は
そ
ん
な

「
拡
散
状
態
」
こ
そ
が

「『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」

に
は
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
た
。
「
そ
れ
を
例
え
ば
、
筑
摩
書
房

か
ら

一
冊
の
本
に
し
て
出
す
と
い
う
の
は
、
や
は
り
人
生
観
の
大
き

で残力ヽ、「は罐戦い」洵駄報嘲に
「大きな変革」があつたの

，質
問
は
し
ま
い
ｏ
変
わ
つ
た
の
は

世
界
の
方
な
の
だ
か
ら
。
八
〇
年
代
、
日
本
の
批
評
は
元
気
だ

つ

数
）
〉
勅
詢
掛
紐
劉
岬
赫
眸

‐文 仕
詢
経
は
町
動
鋼
罐
崚
鋪
畦
鞠
村
皓
嘲

し
て
、
し
き
り
に

「
文
学
の
死
」
や

「
小
説
の
終
わ
り
」
を
宣
告
し

た
も
の
で
あ
る
。
め
っ
た
斬
り
が
横
行
し
、
伝
統
酌
な
小
説
作
法
も

否
定
さ
れ
た
。

九
デ
」一異
藤
裁続な
ｔ
グ
を

、
は
な
く
、
宣
告
し
た
批
評
の
側

だ
っ
た
か
と
さ
え
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
代
に
批

評
が
死
滅
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
文
学
作
品
に
つ
い

て
別
の
領
域
の
知
見
を
援
用
し
た
発
言
の
い
ち
い
ち
が
や
け
に
新
鮮

に
思
え
た
よ
う
な
、
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け
て
の
乱
反
射

的
な
言
語
状
況
が
、
ま
る
で
酔
い
が
覚
め
る
よ
う
に
自
々
と
し
た
覚

醒
感
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

そ
ん
な
転
換
期
が
、
蓮
貴
重
彦
が
某
大
学
に
お
け
る
行
政
的
な
事

務
仕
事
に
忙
殺
さ
れ
た

「失
わ
れ
た
十
年
」
と
重
な
っ
て
い
た
こ
と

に
何
ら
か
の
意
味
を
見
い
だ
す
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

少
な
く
と
も

「『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う

な
時
代
の
到
来
は
、
む
し
ろ
好
都
合
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ

う
な

「乱
反
射
」
か
ら

「鎮
静
」
へ
、
そ
し
て

「不
毛
」
へ
と
い
う

転
換
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」
出
版
の
機

が
熟
し
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
に
は
著
者
久
々
の
本

格
的
な
文
芸
評
論

『
「
赤
」
の
誘
惑
―
―

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
序
説
』

（新
湖
社
）
の
刊
行
も
あ
り
、
『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
を
め
ぐ
る
考
察

の
核
と
な
る
問
題
意
識
は
じ
わ
じ
わ
と
発
酵
度
を
高
め
て
い
く
。

人
々
の
嗅
覚
は
刺
激
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
。
今
、
拡
散
的
な

弓
ボ

ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」
が

『
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
と
い
う

一

冊
の
癬
物
と
し
て
世
に
出
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
へ
て
世
界

が
そ
の
刊
行
を
よ
う
や
く
十
分
に
欲
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。

一
九
人

一
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
か
っ
た

η
ポ
ヴ
ソ
リ
ー
夫
人
』
論
」
が
、
今
に
な
っ
て
よ
う
や
く
切
実
に
世

界
に
欲
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
で
は
、　
一
九
八

一
年
の
段
階
で

は
、
世
界
は

「
『ボ
ヴ

ア
リ
ー
夫
人
≒
論
」
の
魅
力
を
ま
だ
十
分
に

知
ら
ず
、
従

っ
て
十
分
に
欲
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の

か
。
こ
の
書
物
に
対
す
る
、
「
あ
な
た
が
好
き
」
の
表
明
が
足
り
な

か
っ
た
の
か
。
だ
か
ら
そ
の
著
者
は
、
ま
る
で
恋
人
を
じ
ら
す
か
の

よ
う
に
、
「
人
生
観
の
大
き
な
変
革
な
し
に
は
あ
り
え
な
い
の
か
も

し
れ
な
い

（笑
と

な
ど
と
意
地
悪
な
笑
み
を
浮
か
べ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。

実
の
と
こ
ろ
、　
一
九
八

一
年
の
世
界
が

「『
ボ
ヴ

ア
リ
ー
夫
人
』

論
」
を
不
十
分
に
し
か
欲
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
の
は
些
末

な
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
ま
あ
、
そ
れ
な
り
に
欲
し
た
の
で
は
な
い

か
。
そ
れ
よ
り
も
大
事
な
の
は
、
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
論
」
が
乱

反
射
か
ら
不
毛
へ
の
転
換
期
に
こ
の
上
な
く
フ
ィ
ッ
ト
す
る
書
物
だ

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『
失
楽
園
』
の
冒
頭
部
分
を

思
い
浮
か
べ
る
と
よ
い
。
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
に
よ
る
こ
の
一
大
叙

事
詩
は
、
地
獄
に
堕
ち
た
天
使
た
ち
の
、
ま
る
で
雨
の
日
の
試
合
に

負
け
た
ラ
グ
ビ
ー
選
手
の
血
だ
ら
け
泥
だ
ら
け
の
ユ
ニ
フ
オ
ー
ム
の

よ
う
な
惨
め
な
敗
残
の
姿
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
そ
れ
が
復
讐
の

の
ろ
し
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
同
じ
よ
う
に
、
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫

人
』
論
」
が

一
冊
の
書
物
と
し
て
ま
と
ま
る
に
は
、
そ
の
背
後
に
荒

涼
と
し
た
批
評
的
焼
け
野
原
の
風
景
が
控
え
て
い
る
必
要
が
あ

っ

た
。
そ
う
し
た
焼
け
野
原
に
燦
然
と
輝
く
べ
く
屹
立
す
る
の
が

「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
の
言
わ
ば
宿
命
だ

っ
た
の
で
は
な
い

か
。
ま
る
で

『失
楽
園
』
の
魔
王
よ
ろ
し
く
、
敗
残
の
地
か
ら
バ
ッ

と
羽
根
を
ひ
ろ
げ
て
飛
び
立

つ
、
そ
の
た
め
の
舞
台
が
よ
う
や
く

国
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整

っ
た
の
で
あ
る
。

「
ポ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
論
』
の
相
貌

ま
ず
は
多
く
の
読
者
の
期
待
に
応
え
、
八
〇
〇
頁
を
超
え
る
こ
の

重
厚
長
大
な
論
考
を
い
ち
早
く
読
ん
だ
数
少
な
い
人
間
の
一
人
と
し

て
、
全
体
を
ご
く
簡
単
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た

い
。
タ
イ
ト
ル
の
通
り
本
書
は
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ

。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
を
扱

っ
た
作
品
論
で
あ
る
。
著
者
名
か
ら
予

想
は
つ
く
と
思
う
が
、
多
く
の
作
品
論
と
は
ち
が
い
、
先
行
批
評
の

概
観
、
背
景
の
説
明
、
粗
筋
の
紹
介
、
登
場
人
物
の
吟
味
、
そ
し
て

い
よ
い
よ
新
発
見
の
開
陳
と
い
っ
た
手
続
き
が
淡
々
と
と
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
特
筆
す
べ
き
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

う
し
た
地
味
に
文
学
研
究
的
な
作
業
も
、
意
外
な
ほ
ど
律
儀
に
ま
ぎ

れ
こ
ま
せ
て
あ
る
こ
と
だ
。
そ
の
あ
た
り
に
こ
そ

″機
が
熟
し
た
″

と
い
う
こ
と
の
意
味
も
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
後
で
触
れ
よ
う
。

序
章
と
終
章
を
含
め
て
ぜ
ん
ぶ
で

一
二
の
章
に
は
そ
れ
雀
れ
明
確

な
問
題
意
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
雀
れ
の
章
が
独
立
し
て
淡
々

と
お
の
お
の
の
作
業
に
当
た
る
わ
け
で
は
な
く
、
問
題
意
識
は
と
き

に
章
の
境
を
こ
え
て
持
ち
越
さ
れ
、
か
な
り
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
も

生
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
は
筋
肉
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ

た
巨
大
な
肉
体
の
よ
う
に
、
膠
着
的
な
論
述
の
展
開
を
生
み
出
し
て

い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
筋
肉
＝
ス
ト
ー
リ
ー
が
互
い
を
補
強
し
合
い
、

入
り
組
ん
だ
連
続
感
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

発
端
に
あ
る
の
は
、
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
と
い
う
人
物
の
実
在
に
関

す
る
疑
義
。
よ
り
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
著
者
は

『
ポ
ヴ
ア
リ
ー

夫
人
』
と
い
う
小
説
を
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
の
人
生
の
物
語
と
し
て
読

も
う
と
す
る
こ
と
の
誤
謬
を
、
あ
の
手
こ
の
手
を
つ
か
っ
て
つ
き
つ

け
て
く
る
。
批
評
家
た
ち
は
し
ば
し
ば
エ
ン
マ
。
ボ
ヴ
ア
リ
ー
な
る

人
物
が
小
説
内
に
た
し
か
に
い
る
と
い
う
前
提
で
議
論
を
進
め
る

が
、
実
は
作
品
中
、
た
だ
の
一
度
も

「
エ
ン
マ
。
ボ
ヴ
ア
リ
ー
」
と

い
う
名
称
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
指
摘
は
、
あ
る
い
は
屁

理
屈
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
狙
い
は
単
な
る
揚
げ
足

取
り
で
は
な
く

「
テ
ク
ス
ト
的
な
現
実
」
に
対
す
る
私
た
ち
の
注
意

の
喚
起
に
あ
る
。

そ
も
そ
も
小
説
に
お
け
る
人
物
と
は
何
か
？
　
小
説
の
言
葉
は
誰

が
語
る
の
か
？
　
著
者
は
こ
う
し
た
問
い
を
、
自
由
間
接
話
法
を
め

ぐ
る
議
論
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
慎
重
に
吟
味
し
た
上
で
、
こ
の
作

品
に
と
き
に
描
か
れ
る
、
誰
の
も
の
か
わ
か
ら
な
い
、
誰
に
属
す
る

の
か
も
不
明
な
言
葉
や
心
理
を
提
示
し
て
い
く
。
そ
の
過
程
で
、
私

た
ち
は
じ
わ
じ
わ
と
著
者
の
向
か
お
う
と
す
る
方
向
を
思
い
知
る
だ

ろ
う
。
「
自
分
で
あ
る
こ
と
と
、
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

と
、
世
界
で
あ
る
こ
と
と
の
一
種
の
不
分
明
な
さ
ま
」
（ジ
ャ
ッ
ク
・

ネ
ー
フ
）
を
た

っ
ぷ
り
味
わ
わ
ね
ば
、
『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
を
読

ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
い
わ
ば
準
備
と
助
走
を
へ
て
、
第
１
章
以
降
は
ま
さ
に

蓮
賓
節
の
面
目
躍
如
と
な
る
。
『
夏
目
漱
石
論
』
『
大
江
健
二
郎
論
』

を
は
じ
め
、
か
ず
か
ず
の
論
考
の
中
で
示
さ
れ
て
き
た
批
評
の
方
法

が
華
麗
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
柱
と
な
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
の
い

わ
ば
こ
だ
わ
り
に
注
目
す
る
テ
ー
マ
批
評

（主
題
論
）
と
、
も
ぅ
少

し
巨
視
的
に
ナ
ラ
テ
ィ
プ
を
見
渡
し
分
析
す
る
説
話
論
的
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
の
内
容
を
い
ち
ぃ
ち
細
か
く
解
説
す
る
余

裕
は
な
い
が
、
た
と
ぇ
ば

「懇
願
と
報
酬
」
と
題
さ
れ
た
第
■
章
で

聾」紳パ魔蛯♂律”猟静膨薦̈
『い〕一̈
科中中̈
】癬瘤

の

「懇
願
」
は
、
「
一
貫
し
た
意
士

い
夫
の
い
か
に
も
推
測
し
が
た
ぃ
決
断
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
で
ぁ

る
が
故
に
む
な
し
い
」
（九
四
）
と
の
こ
と
。
要
す
る
に
、
い
く
ら

権
力
者
に
お
願
い
を
し
て
も

「
ぅ
ん
」
と
も

「
す
ん
」
と
も
答
え
が

力ヽ 返
中
が
」
蹴
神
“
“
だ
剛
い
ば
い

¨
｝
】
一
一
¨
詢
¨
神

の れ ヵ、
］
』
一

気
を
な
く
し
て
し
ま
ぅ
。
と
こ
ろ

伝
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
ぁ
る
、
と
い
っ
た
厄
介
な
状
況
が

『
ボ
ヴ
ァ

な
る
ぼ
ど
こ
の
ょ
う
な
指
摘
を
ヘ

ー
大
人
』
は
、
ょ
り
肉
厚
で
ょ
り
⇒

せ
て
い
る
の
で
ぁ
る
。
ジ
ュ
ー
ン
ー

ぐ
る
、
著
者
の
も

っ
と
も
得
意
と

は
、
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
め
ぐ
る
批
評
を
読
ん
で
い
る
と
い
ぅ

は
爾

饗

炒

鶴

麟

鱗

確

糠

醐

は
ヽ
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
著
者
の

実
践
さ
れ
、
思
わ
ず

「
き
ゃ
っ
」
な
ど
と
喜
悦
の
声
を
ぁ
げ
そ
ぅ
に

な
る
。
考
え
て
も
み
て
ほ
し
ぃ
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
数
字
に
関
し
て

異
様
な
ほ
ど
に
律
儀
で
、　
一
以
下
の
数
字
を

「
四
分
の
一
」、
「
三
分

の
一
」
、
「
三
分
の
一
」、
コ
一分
の
二
」
と
ぃ
ぅ
ふ
ぅ
に
丁
寧
に
拾
う

嗽

　

粍

圭

霧

が
、
そ
ん
な
発
見
を
何
か
の
成
果
で
あ
る
か
の
よ
う
に
堂
々
と
説
得

的
に
誇
示
し
ぇ
る
の
は
、
著
者
の
批
評
的
芸
達
者
ぶ
り
ゅ
ぇ
と
ぃ
ぅ

ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
構
造
分
析
と
呼
ぶ
に
は
ぁ
ま
り
に
繊
細
な
手

つ
き
で
テ

メ

醜̈
錦
増

踵

兆

模
興
森

と
て
も
お
手
本
に
は
な
る
ま
い
と
思
う
。
こ
ぅ
し
た
批
評
的
ア
プ
ロ

ー
チ
は
英
米
圏
の
ア
ヵ
デ
ミ
ズ
ム
で
は
、
シ
ン
ボ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン

グ
等
、
ゃ
ゃ
堕
落
し
た
形
に
姿
を
変
え
て
形
骸
化

・
大
衆
化
し
、
小
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．
説
を
読
む
た
め
の
装
置
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
小
説
を
読
ま
な
い

た
め
の
そ
れ
と
し
て
流
通
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者

も
そ
の
あ
た
り
は
重
々
承
知
。
あ
ら
ゆ
る
批
評
の
方
法
は
、
本
来
は

「
テ
ク
ス
ト
的
な
現
実
」
を
よ
り
よ
く
読
む
た
め
の
も
の
で
あ
る
の

に
、
ふ
と
気
づ
く
と
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
を
読
ま
な
い
た
め
に
濫
用
さ

れ
て
い
る
の
は
い
つ
も
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
癖
が
繰
り

返
さ
れ
る
の
は
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

「端
的
に
言

っ
て
、
人

類
は

『
テ
ク
ス
ト
』
を
読
む
こ
と
を
あ
ま
り
好
ん
で
は
い
な
い
し
、

ま
た
得
意
で
も
な
い
」
た
め
で
あ
る

（六
四
）。
だ
か
ら
こ
そ
、
序

章
か
ら
第
Ｉ
章
に
か
け
て
提
起
さ

詢
』
む
錮
姉
磁
錮
猜
け
込
“
綱
ず

わ称姉助動鞭薇Ｑは同罐叫れ鵜えられる人なのかという問

蔽
厩
詢
吹

て っ
喧
級
［
口
鵜
嗽
”
剛
呼
家
が
そ
の
抽
象
思
考
の
欠
如
を

日
由
間
接
話
法
を
め
ぐ
る
先
行
者

の
議
論
を
覆
し
た
う
え
で
、
あ
く
ま
で

「
テ
ク
ス
ト
的
な
現
実
」
に

寄
り
添

っ
た
回
答
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
の

一
般
読
者
に
も
お
な
じ
み
の
バ
ル
ト
、

プ
ー
レ
、
バ
シ
ユ
ラ
ー
ル
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
と
い
つ
た
華
や
か

な
名
前
が
あ
ち
こ
ち
で
登
場
す
る
の
は
当
然
と
し
て
、
ち
よ
つ
ぴ
り

硬
派
で
地
味
な
サ
ー
ル
や
ク
リ
プ
キ
ヽ
オ
ー
ス
テ
イ
ン
、
さ
ら
に
は

ぐ
ぐ
っ
と
地
味
な
ド
リ
ツ
ト

・
コ
‐
ン
や
ア
ン
・
バ
ン
フ
イ
ー
ル
ド

な
ど
の
―
―
仏
文
学
的
と
い
う
よ
り
は
ほ
と
ん
ど
英
文
学
的
な
―
―

批
評
家
ま
で
を
も
た
つ
ぷ
り
登
場
さ
せ
、
忍
耐
強
く
そ
の
議
論
に
付

き
合
う
著
者
の
姿
勢
に
は
、
単
な
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
ヘ
の
敬
意
以
上

の
何
か
が
読
み
取
れ
る
と
思
え
る
。

こ
の
長
大
な
論
考
が
い
つ
た
い
ど
の
よ
う
な
ス
カ
ツ
と
胸
の
す
く

結
末
を
迎
え
る
の
か
と
い
た
ず
ら
な
期
待
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
終
章
の
議
論
は
そ
う
し
た
晴
れ
晴
れ
し
い
大
団
円
と
は

微
妙
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
お

さ
ら
い
し
た
上
で
、
著
者
は
エ
ン
マ
が
死
の
床
で
耳
に
す
る
小
唄
に

注
目
す
る
。
著
者
の
見
立
て
は
、
こ
の
小
唄
が

「
時
代
を
超
え
て
外

部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
匿
名
の
声
と
し
て
機
能
し
て
い
る
」
（七
〇

八
）
と
い
う
も
の
。
こ
の
よ
う
な
見
立
て
は
、
論
考
全
体
を
つ
ら
ぬ

く

「
声
」
の
出
所
を
め
ぐ
る
問
題
提
起
と
も
も
ち
ろ
ん
つ
な
が
る

が
、
お
そ
ら
く
本
当
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
外
部
か
ら
の
唐
突
な
声
の
到

来
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
こ
の
論
考
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
に
あ

る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
こ
の
論
考
の
完
成
を
遅

延
、
も
し
く
は
破
綻
さ
せ
る
た
め
の
著
者
の
ひ
そ
か
な
策
略
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

「
い
さ
さ
か
」
で
読
む

『
「
ポ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』

さ
て
、
マ
ツ
ピ
ン
グ
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。
あ
ら
た
め

菖
部でエエてた課題に戻展

塾

努
額

人
」
論
』
は
、
今
や
十、
分、
い
欲、

取

っ
か
か
り
と
し
た
い
の
は
―
―
そ
し
て
蓮
賞
重
彦
の
著
述
に
つ
い

て
考
察
す
る
な
ら
ど
う
し
て
も
こ
れ
は
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
と
な

る
の
だ
が
―
―
そ
の
文
体
で
あ
る
。
「
蓮
貴
的
」
と
い
う
形
容
詞
が

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
あ
た
り
に
載

っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
は

ど
、
彼
の
文
体
に
あ
る
種
の
特
徴
が
あ
り
強
い
感
染
力
を
持
つ
と
い

う
こ
と
は
今
更
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
か
く
い
う
筆
者
も

『
「
ボ

ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
気
を
つ
け
て
は
い

て
も
何
だ
か
う
っ
す
ら
そ
の
語
り
口
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
。
そ
の
是
非
は
と
も
か
く
、
そ
れ
だ
け
流
通
性
の
あ
る
文

体
が
濃
密
に
駆
使
さ
れ
た
論
考
に
つ
い
て
議
論
す
る
な
ら
、
そ
の
語

り
口
に

一
言
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、　
一
口
に
文
体
と
は
言

っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
著
者
の
さ

ま
ざ
ま
な
批
評
的
試
み
の
総
決
算
と
も
呼
べ
る

『
「
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫

人
」
論
』
は
多
面
性
を
も
っ
た
書
物
で
あ
る
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
と
き
に
言
語
哲
学
の
知
見
を
批
判
的
に
検
討
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
論
が
開
陳
さ
れ
る
か
と
思
え
ば
、
と
き
に
は
華
麗
に
テ
ク
ス
ト
的

な
現
実

へ
の
没
入
を
演
じ
、
ま
た
と
き
に
は
少
し
身
を
引
い
た
実
況

中
継
風
の
読
み
を
実
践
す
る
。
エ
ロ
ス
ヘ
の
耽
滋
を
あ
お
る
こ
と
も

あ
れ
ば
、　
一
転
、
テ
ク
ス
ト
を
穴
の
あ
く
ほ
ど
見
つ
め
る
よ
う
に
し

て
個
別
の
単
語
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
め
ぐ
り
詳
細
で
粘
り
強
い
ク
ロ
ー

ス
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
行

っ
た
り
、
文
献
学
的
な
誠
実
さ
と
と
も
に

草
稿
の
比
較
検
討
や
引
用
出
典
の
吟
味
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た

一
連
の
批
評
的
所
作
を
つ
ら
ぬ
い
て
何
か
が

あ
る
。
た
め
し
に
そ
れ
を
、
今
回
の
書
物
の
中
で
も
と
り
わ
け
特
徴

的
な

「
い
さ
さ
か
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
こ
と
で
解
明
し
て
み
た

い
。
以
下
に
、
第
Ⅷ
章
か
ら
使
用
例
を
ひ
と
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。

こ
う
し
た
古
色
蒼
然
た
る

「感
情
」
の
優
位
に
し
た
が
っ

・　
て
作
中
人
物
の
振
る
舞
い
に

「
共
感
」
し
た
り
、
「
反
発
」

し
た
り
し
な
が
ら
作
品
を
読
む
こ
と
し
か
想
像
で
き
な
い

理
論
家
に
は
、
な
る
ほ
ど

「
メ
イ
ク
ビ
リ
ー
ヴ

＝
ご
っ
こ

遊
び
」
と
い
う
発
想
も
ふ
さ
わ
し
か
ろ
う
と
い
さ
さ
か
唖

然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
（四
九
一こ

引
用
部
分
だ
け
で
も
文
意
は
わ
か
る
か
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
人

物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
で
小
説
を
読
も
う
と
す
る
よ
う
な
批
評
家

の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
、
強
く
否
定
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
著
者
の
ス
タ
ン
ス
が
ま
さ
に
こ
の

『
「
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」

論
』
の
出
発
点
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
し
た
通
り
だ
が
、
そ
の

よ
う
な
議
論
の
方
向
を
感
知
す
る
前
に
、
こ
の
一
節
を
読
ん
だ
多
く

の
読
者
は
、
ぃ
力、、
に
も、
蓮、
賽
的、
な、
文、
体、
で、
す、
か
、
と
無
意
識
の
う
ち

に
も
首
肯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に

議
論
に
先
行
し
て
こ
ち
ら
を
説
得
し
て
し
ま
う

「蓮
賞
的
」
と
い
う

感
覚
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で

「蓮

費
的
」
な
る
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
の
は
、
「
な
る
ほ
ど
」
、
「
い
さ

さ
か
」
、
「
唖
然
」
と
い
っ
た
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
語
彙
で
は
な
い

か
と
思
う
。

も
う
ひ
と
つ
例
を
見
て
み
よ
う
。
エ
ン
マ
が
ど
の
よ
う
に
世
界
と

接
し
て
い
る
か
を
、
シ
ャ
ル
ル
と
の
比
較
を
通
し
て
丁
寧
に
精
査
す

る
第
Ｘ
章
の
次
の
一
節
で
も
、
語
彙
は
大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
彼
女
自
身
の
か
ら
だ
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が

ら
た
ち
の
ぼ
る
匂‐
い
を
い
わ
ば

「
報
酬
」
と
し
て
享
受

し
て
い
る
そ
の
夫
の
よ
う
に
、
ご
く
身
近
な
と
こ
ろ
に
も

世
界
の
未
知
の
表
情
が
息
づ
い
て
お
り
ヽ
そ
れ
に
触
れ
る

こ
と
で
思
い
き
り
知
覚
を
震
わ
せ
る
こ
と
な
ど
ま
ず
な
い

の
だ
か
ら
、
あ
え
て
鈍
感
と
ま
で
は
い
わ
ぬ
に
せ
よ
、
少

な
く
と
も
、
「
心
情
」
谷
ｏ
８
し

ｅ
ｓＳ
Ｏ

〓
３

に
お

い
て
、
ま
た

「感
覚
」
谷
８
■
日
８
）

（同
一Ｕ

に
お
い
て

も
、
い
さ
さ
か
繊
細
さ
に
欠
け
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
（六
〓
一～
六
〓
こ

主
語
と
述
語
と
の
間
に
距
離
が
あ
る
の
で
わ
か
り
に
く
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
「
い
さ
さ
か
繊
細
さ
に
欠
け
る
存
在
」
と
は
エ
ン
マ
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
エ
ン
マ
を
語
る
に
あ
た
つ
て
、
「
あ
え
て
」
「
い

さ
さ
か
」
と
い
つ
た
副
詞
的
表
現
が
特
徴
的
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い

る
。

で
は
こ
の
よ
う
に
著
者
の
実
年
齢
と
は
無
関
係
に

″年
上
の
風

情
″
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
章
に
は
ど
の
よ
う
な
出
来
事
が
生
ず
る
の

か
。
た
と
え
ば
何
と
な
く

″手
強
い
渋
面
″
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い

う
人
は
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も
、
い
か
に

「
「
い
一
¨
“
“
崚
』
¨
一
一
¨
侵
』
け
は
い
ゃ
「
潮
〔
中
紹
歓
枷

人ヽ
。
そ
ん
な

一
連
の
印
象
が
浮
か

ぶ
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
年
上
風
の
落
ち
着
き
が
、
そ
の
裏
に
は
、

″若
さ
″
や

″青
さ
″
に
対
す
る
警
戒
心
を
隠
し
持

っ
て
い
る
の
も

間
違
い
な
い
。
無
防
備
に

″真
心
″
な
る
も
の
を
さ
ら
け
出
し
押
し

っ
け
る
よ
う
な
態
度
の
、
そ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
暴
力
性
を
敏
感
に

察
知
す
る
感
性
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
強
面
な

仮
面
を
か
ぶ
つ
た
う
え
で
ヽ
「
む
ふ
ふ
」
と
思
わ
ず
漏
れ
出
る
笑
い

を
こ
ら
え
る
よ
う
な
、
茶
目

っ
気
あ
ふ
れ
る
紳
士
の
影
が
垣
間
見
え

る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
〓

の
引
用
箇
所
を
あ
ら
た
め
て
振
り
）

効́
果
と
ま
つ
た
く
無
縁
で
は
な
ト

き
と
し
て
ょ
り
重
要
な
も
の
が
剛

「

「訃鴻漣勧工
‐と一一
ろん
「す
こし」
と
いう意味
であ
る。0そ

イ
琥
鐸
瑶
確
塔
翁
争
ら
」が
卜
匡

た

だ

、

こ

の
語

を

日

常

会

話

の
中

で
に

テ

人
′ば

、
‐

ボ

嵐

Ч

響

″
辞

計

レ

′

ヽ

１

ヽ

ヽ
」

ヽ

゛
‥

，

　

，

多
く
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
回
語
と
い
う
よ
り
は
ヽ
ど
ち
ら
か
と
い
う

′
こ
ど
≧

こ

こ

コ

ヽ

・

＞

―

ヽ
　

　

　

，

と
文
章
語
で
あ
り
、
も
つ
と
言
う
と
や
や

「古
色
蒼
然
」
と
し
た
語

′じ

レ
リ

′
Ｄ
ｏ
　
ド
こ

ヽ
　

，
ヽ
　
　
・　
＞

・―
・―

万

ゑ

ダ

ヽ

券

宵

堵
に
は
肛

魂

櫂

舅

鼈

工に
　
、
　
レう
，
Ｄ

ヽ

卜
＾
ヽ
　
ヽ
ヽ

情
″
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

″年
上
の

―
″　
以
て
し
た
グ
な
く
と
も

″年
上
の
風
情
″
が
漂
う
ｏ
も
ち
ろ

ん
、
著
者
の
実
年
齢
は
こ
こ
で
は
ま
つ
た
く
河
系
よ

（
ｏ
壼
争
１
¨

た
く
関
係
な
い
。
著
者
は
す

で
に
三
〇
年
以
上
前
か
ら
こ
う
し
た
語
彙
を
使
い
こ
な
し
て
い
た
の

情

』
谷
８
■
》
３
８
ヽ
Ｃ

」
８
）

に
お

い

て
、
ま

た

『
感
「覚

』

谷
８
け巨日
８
）

（同
一Ｕ

に
お
い
て
も
、
い
さ
さ
か
繊
細
創
口
匁
引
劉

租
利
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
目
に
つ
く
の
は

「
あ
え
て
」
や

「
い
さ
さ
か
」
な
ど
の
語
を
要
所
に
配
置
し
な
が
ら
、

ま
る
で
さ
じ
加
減
を
微
妙
に
調
節
す
る
よ
う
に
し
て
、
「
程
度
」
に

つ
い
て
の
細
か
い
言
葉
の
操
作
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
言
葉
の
意
味
を
い
か
に
差
し

引
い
て
言
う
か
に
著
者
が
多
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
「鈍
感
」
「
心
情
」
「感
覚
」
「繊
細

さ
に
欠
け
る
」
と
い
っ
た
や
や
パ
ン
チ
の
あ
る
表
現
を
登
場
さ
せ
る

一
方
で
、
決
し
て
手
綱
は
放
さ
ず
に
、
抑
え
て
抑
え
て
、
と
言
わ
ん

ば
か
り
の
調
整
が
執
拗
な
ほ
ど
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
ン
ダ
ー
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト

含
巳
ｏ■∽け”一ｏ日
０ュ
》
の
美
学
で
あ
る
。
言
葉
の
使
用
を
め
ぐ

っ
て
、

よ
り
多
く
よ
り
大
げ
さ
に
言
う
よ
り
も
、
よ
り
少
な
く
よ
り
小
さ
く

言
う
こ
と
で
鋭
く
狙
い
を
達
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は
た
と
え

ば
英
国
で
は

一
八
世
紀
以
来
根
づ
い
て
き
た
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
と
呼
ば

れ
る
洗
練
さ
れ
た
言
葉
遣
い
の
根
底
に
あ
っ
た

″思
想
″
な
の
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
そ
の
源
流
は
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
り
円
熟
し

た
官
廷
文
化
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
、
″手
強
い
渋
面
″
や
潜
み
笑
い
の
陰
に
、
宮
廷
文
化
風
の

作
法
や
取
り
澄
ま
し
を
見
る
だ
け
で
も
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
と
い

う
の
も
、
こ
の
よ
う
な

「程
度
」
を
め
ぐ
る
細
か
い
操
作
を
そ
も
そ

も
要
請
す
る
の
は
、
何
ら
か
の
形
で
そ
こ
に
人
物
的
な
も
の
が
か
ら

で
ぁ
り
、
こ
の
「
ボ
ヴ
ア
リ
ド
夫
人
」
論
』
に
し
て
も
本
来
は
一

九
八
一
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
か
っ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。

ん
で
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
あ
え
て
鈍
感
ど
ま
‐で
・は
い
わ
ぬ
に
せ

よ
」
と
か

「
い
さ
さ
か
繊
細
さ
に
欠
け
る
存
在
」
と
い
っ
た
微
調
整

の
語
り
が
こ
と
さ
ら
目
に
つ
く
形
で
行
わ
れ
る
の
は
、
何
よ
リ
エ
ン

マ
と
い
う
作
中
人
物
を
め
ぐ
る
議
論
が
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
語
り
手
が
意
識
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
著
者
の
あ
る
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。　
一
方
に
エ
ン
マ
の

住
む
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
に
対
す
る
強
い
関
心
を
抱
き
つ
つ
も
、
決

し
て
正
面
か
ら
そ
れ
を
晩
み
つ
け
た
り
、
断
定
的
な
言
葉
を
吐
い
た

り
す
る
こ
と
は
自
分
に
は
許
さ
な
い
。
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
エ
ン
マ
的

な
も
の
に
対
す
る
恥
じ
ら
い
と
で
も
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
、
遠
慮

深
い
距
離
が
そ
こ
で
は
保
持
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
著
者
は
エ
ン
マ
に

対
し
つ
ね
に
斜、

（
は
す
）
ぃ
見、
る、
よ
ぅ
な
祝
線
を
送
る
の
で
あ
る
。

顔
や
身
体
中
心
部
で
は
な
く
手
や
足
ヘ
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
視
線
を

送
る
姿
勢
も
そ
こ
に
根
を
持
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
エ

ン
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
と
い
う
固
有
名
や
そ
の
人
物
像
を
安
易
に
議
論

の
前
提
と
し
た
り
、
エ
ン
マ
に
平
気
で
感
情
移
入
を
行

っ
た
り
す
る

論
者
た
ち
の

「
テ
ク
ス
ト
的
な
現
実
」
へ
の
鈍
感
さ
を
著
者
が
許
容

で
き
な
い
の
も
、
人
物
的
な
も
の
に
対
す
る
配
慮
の
欠
如
を
そ
こ
に

感
知
し
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
部
分

で
は
、
著
者
は
人
物
的
な
も
の
を
語
る
に
際
し
て
な
ぜ
か
く
も
慎

重
な
態
度
を
と
る
の
だ
ろ
う
。
人
物
的
な
も
の
を
め
ぐ
る
繊
細
さ
が

可
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
論
』
と
題
さ
れ
た
書
物
の
原
点
に
あ
る
こ
と

回

甲
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一可
書
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
話
題
の
中
心
は

″読
む
″
と
い
う

ま
っ
た
く
も
っ
て
初
歩
的
な
知
的
作
業
な
の
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
そ
れ
を
昂
奮
や
感
動
と
と
も
に
語
り
う
る
と
こ
ろ
に
、
本
書
が

真
に
感
動
的
な
所
以
も
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
時
代
が
―
―

一
九

八
〇
年
代
に
も
増
し
て
、
こ
の
二
〇

一
〇
年
代
と
い
う
時
代
が
―
―

″読
む
″
と
い
う
営
み
か
ら
限
り
な
く
遠
く
へ
と
漂
流
し
、
そ
の
や

り
方
を
忘
却
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
批
評
的
不
毛
は
、

ま
さ
に
こ
の

″読
む
″
こ
と
の
退
廃
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
の
時
代
は

『「
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
論
』

を
十
分
に
欲
し
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
は
い
か
に
読
む
こ
と
に
つ
い
て
語
り
う
る
か
。
考
え

て
み
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
も
数
々
の
批
評
家
が
読
む
こ
と
を
め
ぐ
る
宣

言
を
行

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
エ
ン
マ
。
ボ
ヴ
ア
リ
ー
の
人
物
像
を

云
々
し
た
り
、
そ
こ
に
感
情
移
入
し
て
み
せ
る
批
評
に
し
て
も
、　
一

種
の
読
み
の
方
法
を
提
示
し
た
の
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
『「
ボ

ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
の
著
者
が
際
立
つ
の
は
、
つ
い
さ
っ
き
我
々

が

「
い
さ
さ
か
」
を
は
じ
め
と
し
た
副
詞
的
表
現
を
と
っ
か
か
り
に

し
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
徹
底
的
に

「
人
」
と
い
う
概
念
か
ら

距
離
を
置
く
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
著

者
が
得
た
の
は

「散
文
」
だ
っ
た
。

し
か
し
、
散
文
は
そ
れ
だ
け
で
は
機
能
し
な
い
。
「
確
か
に
、
人

は
、
何
よ
り
も
ま
ず

『作
品
』
の
言
葉
を
読
む
」
と
い
う
先
の
引
用

箇
所
の
一
節
に

「人
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
散
文
を
機
能
さ
せ
る
の
は
や
は
り

「
人
」
な
の
で
あ

実
際
、
も
は
や
名
ざ
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
い
匿
名
の
個

体
と
化
し
た
存
在
が
、
不
意
に
距
離
な
し
に
接
し
あ
う
世

界
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
ひ
そ
か
に
生
の
鼓
動
を
脈
打
ち
始

め
る
瞬
間
、
言
葉
が
み
ず
か
ら
の
脈
動
を
介
し
て
そ
の
震

え
に
同
調
す
る
と
い
つ
た
事
態
に
立
ち
あ
う
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
れ
が
物
語
の
数
あ
る
挿
話
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い

こ
と
を
あ
や
う
く
失
念
し
そ
う
に
な
る
。
読
を
も
の
は
、

籍
殺
中質
畷
晦
吐М
％

著
者
が
こ
こ
で
い
さ
さ
か
の
興
奮
と
力
感
と
と
も
に
語

っ
て
い
る

の
は
、
実
は
き
わ
め
て
ベ
ー
シ
ツ
ク
な
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「読
む
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
」
と
い
う
問
題
。
そ
し
て
ヽ
こ
こ

に
お
い
て
本
書
の
狙
い
が
露
わ
に
な

っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
忍
耐
強
く
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
議
論
に
付
き
合
い
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
先
行
研
究
を
覆
し
て
は
お
の
れ
の
論
点
を
構
築
的
に
示
し
て
い
く

部
分
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
本
が
ア
カ
デ
ミ
ツ
ク
な
発
見
を
ひ
け
ら

か
し
、
手
柄
を
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
執
心
し
て
い
る
と
錯
覚
す
る
向

き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
の
ほ
ん
と
う
の
関
心
は
、
む
し

ろ
読
を
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の
基
本
的
な
所
作
を
実
演

・
実

践
し
て
み
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
は
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
研
究
書
で
あ
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
徹
頭
徹
尾
啓
蒙
的
な

腹獅膚笏輔荀誨湘硼嗣デ″請した出発点がい
つたいどのよ

蘭
ぅ
か
に
、
そ
ろ
そ
ろ
考
察
を
進
め

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
著
者
の
批
評
的
実
践
に

抜
き
が
た
く
見
ら
れ
る

″話
者
性
″
で
は
な
い
か
と
思
う
。

小
説
言
語
に
お
け
る

「
人
」
の
問
題
は
、
本
書
の
と
く
に
第
Ⅳ
章

鶴
瑚
鳴が

難

界
確

毘

理

・れ
る
。
そ
の
延
長
上
で
、
場
面
描

写
の
背
後
に
想
定
さ
れ
る

「
人
」
は
誰
な
の
か
？
　
ン
」れ
は
い
つ
た

い
誰
の
心
理
な
の
か
？
　
と
い
つ
た
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ

ぅ
し
た
議
論
の
ひ
と
つ
の
帰
結
は
第
Ｉ
章
の
、
本
書
の
中
で
も
と
り

わ
け
喚
起
的
な

一
連
の
議
論
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
こ
こ

で
、
エ
ン
マ
が
は
じ
め
て
森
の
中
で
ロ
ド
ル
フ
に
身
を
ま
か
せ
る
場

面
を
と
り
あ
げ
ヽ
そ
こ
に
エ
ン
マ
と
い
う

一
人
の
人
物
を
措
定
す
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
本
当
の
意
味
で
小
説

を
読
む
た
め
に
は
障
害
に
す
ら
な
り
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
要
請
さ
れ
て
い
る
の
は
、
勝
手
に
登
場
人
物

に
自
分
を
投
影
す
る
よ
う
な
厚
か
ま
し
い
読
者
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
む
し
ろ

「
い
さ
さ
か
」
と
い
う
語
彙
に
具
現
さ
れ
た
読

者
、
す
な
わ
ち
慎
重
に
相
手
の

「程
度
」
に
耳
を
澄
ま
し
さ
じ
加
減

を
は
か
る
よ
う
な
、
つ
ま
り
相
手
か
ら
身
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
こ
そ

相
手
を
生
か
す
よ
う
な
読
者
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う

「人
」
を
得

る
こ
と
が
、
読
む
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

そ
ん
な

「人
」
を
得
る
た
め
に
著
者
が
試
み
た
の
が
、
徹
底
的
に

あ
る
種
の

「
話
者
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

筆
者
は
考
え
て
い
る
。
本
書
で
も

「
話
者
」
の
問
題
は
第
Ⅳ
章
で
詳

細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
こ
で

『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』

の

「
話
者
」
の
独
特
さ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

だ
が
、
『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
の

「
話
者
」
は
、
自
分
の

視
線
で
は
と
ら
え
が
た
い
光
景
を
あ
え
て
提
示
し
、
そ
れ

が
見
え
て
は
い
な
い
と
口
に
す
る
こ
と
で
、
里
中
る
」
こ

と
の
限
界
と
と
も
に
み
ず
か
ら
の
位
置
ど
り
の
微
妙
さ
を

も
き
わ
だ
た
せ
る
と
い
う
高
度
な
戦
略
を
作
品
に
導
入
し

て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
自
分
に
は
語
り
え
な
い
こ
と
が

あ
り
、
描
き
え
な
い
も
の
も
あ
る
と
語
る
こ
と
で
、
つ
ま

り
、
語
る
こ
と
も
描
く
こ
と
も
不
可
能
な
瞬
間
に
あ
え
て

立
ち
会
い
な
が
ら
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て

「
語

り
」
、
あ
え
て

「
描
く
」
機
能
を
行
使
す
る
と
い
う
逆
説

的
な
主
体
こ
そ
、
こ
こ
で

「話
者
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も
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の
に
は
か
な
ら
な
い
ｏ
ｏ
一七
一こ

『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
こ
の

「高
度
な
戦
略
」
と
は
、
ま
さ
に
著

者
自
身
が
距
離
の
保
持
を
通
し
て

『
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
』
と
い
う
作

品
に
対
し
て
と
つ
た
批
評
的
態
度
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
決
し
て

す
べ
て
を
語
る
の
で
は
な
い
。
限
り
な
く
慎
重
か
つ
正
確
で
あ
り
な

が
ら
、
最
後
の
最
後
で
対
象
を
読
み
誤

っ
て
み
せ
る
こ
と
。
あ
る
い

は
見
失

っ
て
み
せ
る
こ
と
。
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
こ
そ
、

批
評
的
な

″話
者
″
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
言
葉
と
人
と
の
関
係
に
決
定
的
な
正
確
さ
な
ど
と
い
う

も
の
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
、
著
者
は
日
が
す
つ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
強

調
し
て
き
た
。
第
Ⅳ
章
で
は
著
者
は
、
エ
ン
マ
の
日
に
す
る
言
葉
が

「彼
女
の
思
い
と
は
い
つ
さ
い
無
縁
の
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
り
聞
い

た
り
し
た
だ
け
の

『他
人
の
言
葉
』
の
無
意
識
の
反
復
で
あ
る
可
能

性
も
大
い
に
あ
り
う
る
」
含
一五
七
）
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
人
は
い
つ
で
も
お
の
れ
の

「
意
識
」
を
言
葉
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
書
物
で

読
ん
だ
り
ふ
と
耳
に
し
た
他
人
の
言
葉
を
ま
る
で
自
分
の

言
葉
の
よ
う
に
く
り
返
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
そ
の
要
約
め

い
た
空
疎
な
命
題
を
と
う
と
う
と
述
べ
た
て
る
こ
と
も
あ

る
。
含
一五
七
）

仰
に
よ
っ
て
は
な
し
と
げ
ら
れ
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
浅
薄
な
人

物
主
義
と
も
無
縁
。
そ
の
か
わ
り
に

『
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』

晴̈け御紳ら、批しヽ評さヽ者猜贈商呻初噛“あ″鋪踏畑ンけ嘲れ敗輔碗

蹴翡
繍
蹴鐵
疇
繹
嘲』壁
野

ぇ
、
と
き
に
実
験
室
で
顕
微
鏡
を

前
に
し
た
白
衣
の
科
学
者
を
演
じ
て
み
せ
な
が
ら
、
し
か
し
、
最
終

的
に
は
あ
く
ま
で
啓
蒙
的
な
配
慮
と
と
も
に
我
々
に
届
け
よ
う
と
い

う
の
が
こ
の
著
者
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

「
ポ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
論
』
を
読
む
た
め
の
コ
ツ

そ
ぅ
し
た
啓
蒙
性
は
、
も
ち
ろ
ん
読
者
と
の
き
ち
ん
と
し
た
約
束

の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
著
書
の
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
ヘ
の
こ
だ

わ
り
は
、
そ
う
し
た
対
人
的
な
配
慮
と
も
密
接
に
つ
な
が

っ
て
い

る
。
あ
る
い
は
中
に
は
、
蓮
費
先
生
の
お
言
葉
は
や
や
ム
ツ
カ
シ
イ

で
す
！
　
な
ど
と
泣
き
言
を
言
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
人
は
す
で
に
読
み
と
い
う
行
為
の
根
本
的
な
困
難
に
直

面
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
を
も
つ
て
著
者
の
目
的
の
ひ
と
つ

は
達
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
む
と
は
難
し
い
こ

と
な
の
で
あ
る
。
人
類
は
そ
も
そ
も
読
む
こ
と
が
苦
手
な
の
だ
。

あ
る
い
は
各
章
に
お
け
る
著
者
の
問
題
設
定
が
簡
単
に
は
見
え
な

い
と
洩
ら
す
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
「
論
」
と
い
う
も
の
は
基
本
的
に

は
Ｑ
＆
Ａ
の
形
で
、
自
分
で
提
示
し
た
問
題
に
対
し
、
自
分
で
答
え

を
引

っ
張
り
出
し
て
く
る
こ
と
で
完
結
す
る
の
が
愕
い
だ
が
、
た
と

そ
ん
な
不
可
思
議
な
フ
イ
ク
シ
ヨ
ン
な
る
も
の
を
読
む
と
は
い
つ

た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
が
安
易
な

″正
確
さ
″
へ
の
信

ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
二
部
構
成
に
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
な

「
原
理
」

が
見
え
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
の
だ
が
、
そ
の
上
で

「
二
部
構
成
の

『
三
』
に
は
、
は
た
し
て
、
読
む
べ
き
い
か
な
る
意
味
も
こ
め
ら
れ

て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
（五
四
一じ

と
問
い
か
け
て
く
る
。
読
者

は
こ
の
問
い
の
強
引
さ
に
や
や
戸
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

だ
っ
て
、
そ
も
そ
も

「
原
理
」
が
な
い
と
た
っ
た
今
強
調
し
た
の
は

著
者
で
あ
る
あ
な
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
　
と
思
う
人
も
出
て
く
る

か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
い
は
先
行
す
る
議
論
か
ら
自
然

に
滑
ら
か
に
導
き
出
さ
れ
て
き
た
も
の
と
は
到
底
言
え
な
い
の
で
あ

る
。
明
ら
か
に
著
者
の
隠
し
持

っ
た
ボ
ー
ル
が
、
ひ
そ
ま
せ
て
あ

る
。
ご
く
簡
単
に
言
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
ず
る
い
。

し
か
し
、
通
読
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
通
常
の
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
な
論
考
と
は
ち
が
っ
て
Ｑ
＆
Ａ
の

「
Ｑ
」
の
部
分
に
そ
れ

は
ど
の
比
重
は
お
か
れ
て
い
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
「
ボ

ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
を
上
手
に
読
む
た
め
に
は
、
問
題
提
起
の
間

題
提
起
ら
し
さ
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
な
い
こ
と
が
肝
心
に
な
る
。

そ
の
理
由
は
、
実
は
こ
の
書
物
の
重
点
が
、
何
よ
り
読
み
を
行
為

と
し
て
示
す
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
る
。
読
む

と
は
―
―
そ
し
て
ひ
い
て
は
語
る
と
は
―
Ｉ
Ｑ
＆
Ａ
と
い
う
よ
う
な

一
問

一
答
式
の
論
理
の
下
に
、
秩
序
だ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
。
な
し
ろ

「
Ｑ
」
の
段
階
で
は
思
い
も
か
け
な
か
っ
た

「
Ａ
」
が
立
ち
現
れ
る
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も

「
Ｑ
」
な
ど
な
い
と

こ
ろ
か
ら
、
い
き
な
り
唐
突
に

「
Ａ
」
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
こ

そ
が
読
み
の
現
場
で
は
起
き
う
る
し
、
起
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
Ⅸ

し
て
も
、
冒
頭
で
立
て
ら
れ
た

「
二
部
構
成
の

『
三
』
に
は
、
は
た

し
て
、
読
む
べ
き
い
か
な
る
意
味
も
こ
め
ら
れ
て
は
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
真

っ
直
ぐ
な
答
え
と
は
到
底
言
え
な

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
々
読
者
は

「
三
」
が

「文
字
通
り
の
不

快
き
わ
ま
り
な
い
脅
威
を
も
た
ら
す
不
穏
な
数
字
」
（五
九
八
）
だ
と

言
葉
巧
み
に
論
ず
る
、
著
者
の
弁
述
に
す

っ
か
り
説
き
伏
せ
ら
れ
、

思
わ
ず
青
ざ
め
た
り
ｔ
な
が
ら
、
感
動
し
さ
え
す
る
。
読
み
が
出
来

事
と
し
て
、
事
件
と
し
て
、
体
験
と
し
て
実
演
さ
れ
て
い
る
証
左
で

あ
る
。

読
む
こ
と
の
退
廃
は
、
お
そ
ら
く
批
評
家
が

″話
者
性
″
を
忘
れ

た
こ
と
と
平
行
し
て
起
き
て
い
る
。　
一
方
に
は
Ｑ
＆
Ａ
的
な
思
考
に

縛
ら
れ
た
機
械
的
な
言
説
が
横
行
し
つ
つ
あ
る
。
他
方
、
読
む
よ
り

も
語
る
こ
と
に
熱
心
な
批
評
家
が
い
る
。
読
み
を
欠
い
た
語
り
は
、

し
ば
し
ば
カ
ラ
威
張
り
に
終
わ
る
。
言
葉
を
め
ぐ
る
鈍
感
さ
が
横
行

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ン
マ
の
言
葉
が

「彼
女
の
思
い
と
は
い
っ

さ
い
無
縁
の
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
た
だ
け
の

『他
人

の
言
葉
』
の
無
意
識
の
反
復
で
あ
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
り
う
る
」

と
い
う
、
か
つ
て
八
〇
年
代
に
著
者
が
回
が
す
っ
ぱ
く
な
る
ほ
ど
力

説
し
た
ポ
イ
ン
ト
が
、
今
、
あ
ら
た
め
て
力
説
さ
れ
る
べ
き
時
が
き

た
の
だ
ろ
う
。
瓢
窃
か
ど
う
か
を
安
易
に
問
題
に
す
る
よ
り
も
、
そ

の
奥
に
目
を
む
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
読
む
。
な
る
ほ

ど

『
「
ボ
ヴ
ア
リ
ー
夫
人
」
論
』
は
切
実
に
欲
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

（了
）

161 蓮貴重彦を十分に欲するということ


