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阿 

知 

波 　

正 

貴

安
部
公
房
『
壁
』「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
論

︱
︱
吸
収
す
る
／
さ
れ
る
「
壁
」
︱
︱

一
、 

は
じ
め
に 

　

安
部
公
房
の
作
品
集
『
壁
』（
昭
26
・
5　

月
曜
書
房
）
に
収
録
さ

れ
る
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
は
、
現
在
最
も
研
究
が
進
ん
で
い
る

「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
同
様
に
主
人
公
が
「
壁
」
に
な
る
と

い
う
印
象
的
な
結
末
を
迎
え
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
り
な
が
ら
、『
壁
』

研
究
史
に
お
い
て
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
在
り
方
・
創
作
意
図
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
数
少
な
い
先
行
論
の

中
で
、
玉
川
晶
子
氏
１
は
「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
法
の
批
判
、

逆
に
、
世
界
の
や
り
直
し
に
関
す
る
可
能
性
な
ど
を
描
い
て
い
る
」

と
し
、
顧
琦
淵
氏
２
は
「「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
で
伝
え
た
か
っ
た

の
は
、
本
当
の
創
造
を
実
現
す
る
に
は
、
外
部
に
与
え
ら
れ
た
観
念

に
と
ら
わ
れ
ず
、
一
人
の
個
人
と
し
て
責
任
を
持
っ
て
、
考
え
て
行

動
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
」
と
す
る
。
ま
た
、

井
村
百
合
菜
氏
３
は
、「「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
の
変
身
は
、
芸
術
家
が
社

会
と
繋
が
ろ
う
と
し
な
い
こ
と
へ
の
批
判
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に

全
体
的
な
傾
向
と
し
て
、
何
か
に
対
す
る
批
判
の
姿
勢
や
教
訓
を
作

品
に
読
み
取
り
、「
壁
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
も
具
体
的
か
つ
単
一

的
に
意
味
付
け
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。 

　

故
に
本
論
の
目
的
は
、『
壁
』
制
作
時
期
に
近
い
初
期
作
品
及
び

エ
ッ
セ
イ
を
網
羅
的
に
読
み
込
み
、『
壁
』
に
底
流
す
る
安
部
の
〈
創

造
〉
意
識
を
掬
い
取
っ
て
多
面
的
に
探
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
な
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
一
対
一
の
意
味
に
収
斂
さ
せ
な
い
「
魔
法
の
チ
ョ

ー
ク
」
の
新
た
な
一
面
を
紐
解
く
こ
と
に
あ
る
。 

　
（
以
下
、
本
論
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
実
存
、
認
識
、
方
法
及
び
そ
れ

ら
に
関
す
る
単
語
は
〈
〉
で
括
る
。
引
用
部
分
に
関
し
て
は
、
原
文
に
準
ず
る
。） 
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二
、 
残
る
眼
球 

　

見
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
!!!

（
傍
線
原
文
） 

（「M
EM

O
RA

N
D

U
M

　
1949

」（
昭
24
・
8
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
） 

　

安
部
は
、「M

EM
O

RA
N

D
U

M
　

1949

」〔
以
下「
創
作
メ
モ
」と
省
略
〕

に
こ
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
翌
年
か
ら
『
壁
』
収
録
作
品
が

発
表
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
〈
見
る
〉〈
認
識
〉
と
い
う
こ

と
は
安
部
の
中
で
大
き
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。「
赤

い
繭
」
に
含
ま
れ
る
四
つ
の
短
編
は
一
貫
し
て
、
普
段
私
達
が
当
た

り
前
の
こ
と
と
認
識
し
て
い
る
「
目
に
見
え
る
〈
事
実
〉」、〈
科
学

的
な
事
象
〉、〈
常
識
〉
と
い
っ
た
も
の
が
揺
ら
ぐ
。
例
え
ば
、「
赤

い
繭
」
に
お
け
る
「
お
れ
」
の
家
に
対
す
る
論
理
、「
洪
水
」
に
お

け
る
液
体
人
間
に
対
す
る
物
理
学
者
や
新
聞
の
行
動
及
び
態
度
、「
魔

法
の
チ
ョ
ー
ク
」
に
お
け
る
絵
の
実
体
化
、「
事
業
」
に
お
け
る
人

肉
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
生
産
す
る
こ
と
に
対
す
る
道
徳
観
と
い
っ
た
も
の

が
挙
げ
ら
れ
る
。
安
部
は
、
こ
の
〈
事
実
〉
に
つ
い
て
次
の
言
葉
を

書
き
留
め
る
。 

　
　
　
〝
事
実
〟
を
武
器
に
す
る
論
理
を
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
事
実
を
意
味
づ
け
る
も
の
は
も
は
や
事
実
で
は
な
か
っ
た

は
ず
だ
。
事
実
は
た
だ
帰
納
的
な
（
例
え
ば
物
理
学
の
実
験
）

方
程
式
を
実
験
す
る
材
量
た
る
に
と
ど
ま
る
。
事
実
と
は
（ 

）

の
中
に
挿
入
さ
れ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。 

（「M
EM

O
RA

N
D

U
M

　

1949

」） 

　

こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、「
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
!!!
」
＝
「
視
覚
的
に
認
識
で
き
る
〈
事
実
〉
や

当
た
り
前
の
こ
と
と
さ
れ
る
〈
常
識
〉
は
単
一
的
に
意
味
付
け
て
把

握
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

基
本
的
に
「
分
か
ら
な
い
」
の
が
彼
の
作
品
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
味

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
部
の
初
期
作
品
の
多
く
に
共
通
す
る
こ
と
で

も
あ
り
、
リ
ル
ケ
４
の
影
響
も
大
き
い
こ
と
が
先
行
論
５
に
お
い
て

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
の
が
『
終
り
し
道

の
標
べ
に
』［
真
善
美
社
版
］（
昭
23
・
10　
『
安
部
公
房
全
集
1
』
所
収
）

で
あ
る
。
そ
の
本
文
に
は
、「
私
に
は
も
う
《
斯
く
在
る
》
と
い
う

事
が
理
解
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」、「
既
に
認
識
の
意
味
を
理

解
出
来
な
く
な
っ
た
」
と
い
っ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
一

部
を
抜
き
出
し
た
が
、
こ
の
作
品
内
で
は
〈
斯
く
在
る
〉
が
理
解
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
が
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
、
重
複
し
た
比
喩
が
書
き

連
ね
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
、こ
こ
で
重
要
な
の
は
そ
の
本
文
中
に
、

「
あ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
は
手
っ
と
り
早
く
言
っ
て
、
解
決
自
体

に
で
は
な
く
、
解
決
し
よ
う
と
言
う
意
慾
に
重
点
が
あ
る
ら
し
い
」

と
あ
る
よ
う
に
解
答
を
求
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の



− 37 −

言
葉
が
処
女
作
６
で
あ
る
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』［
真
善
美
社
版
］

か
ら
見
て
取
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
。  

　

ま
た
、『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』［
真
善
美
社
版
］
が
出
版
さ
れ
た

の
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
「
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
」（「
Ⅰ
」『
綜
合

文
化
』
昭
23
・
7
、「
Ⅱ
」『
綜
合
文
化
』
昭
23
・
8
、「
Ⅲ
」『
綜
合
文
化
』
昭

23
・
9
、「
Ⅳ
」『
近
代
文
学
』
昭
23
・
10
、「
Ⅴ
」『
近
代
文
学
』
昭
24
・
1
、「
Ⅵ
」『
綜

合
文
化
』
昭
23
・
12
『
安
部
公
房
全
集
1
』
所
収
）
で
は
、
リ
ル
ケ
か
ら
の

影
響
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
は
、「
マ
ル
テ
は
夜
の
在
り
方
に

対
す
る
リ
ル
ケ
の
責
任
と
し
て
画
か
れ
た
一
つ
の
態
度
」
で
あ
り
、

「
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
言
っ
た
よ
う
に
、
殆
ど
死
の
臭
い
が
す
る
よ
う
な

変
化
の
な
い
毎
日
の
連
続
の
中
で
、
た
だ
〈
在
る
〉
と
叫
ぶ
た
め
に

そ
の
確
実
な
方
法
を
計
量
し
計
算
し
て
行
っ
た
態
度
の
記
録
」
だ
と

書
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「〈
斯
く
在
る
〉
こ
と
か
ら
〈
斯
く

在
る
〉
こ
と
へ
と
、夜
の
中
に
描
く
環
の
全
体
」
だ
と
表
現
さ
れ
る
。 

　

こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
は
〈
実
存
〉
及
び
〈
創
作
〉
へ
の
考
え
方
が

色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。〈
実
存
〉
の
根

源
的
な
問
い
を
〈
創
作
〉
の
中
で
考
え
続
け
る
こ
の
在
り
方
は
、
始

ま
り
が
終
わ
り
で
あ
っ
て
、
終
わ
り
が
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
終
わ

り
な
き
旅
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
夜
の
中
に
描
く
環
の
全
体
」
な
の
だ
。

こ
れ
は
、
先
に
挙
げ
た
『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』［
真
善
美
社
版
］

に
も
通
じ
、
そ
の
本
文
中
に
「
旅
は
終
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
で
全
部

が
終
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
や
は
り
、
旅
は
終
っ
た
所
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
ふ
る
い
鐘
楼

か
ら
の
合
図
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
や
は
り
出
発
を
告
げ
る
鐘
の
音

だ
」
と
そ
の
「
永
遠
に
〈
循
環
〉
す
る
在
り
方
」
が
書
か
れ
る
。
ま

た
、
呉
美
姃
氏
７
は
リ
ル
ケ
と
「
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
」
と
の
関

わ
り
を
、「
詩
人
に
な
ろ
う
と
す
る
「
僕
」
は
、
ま
ず
「
見
る
」
こ

と
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
し
、「
マ
ル
テ
に
と
っ
て
「
見

る
」
行
為
は
自
分
も
知
ら
な
い
自
分
の
内
部
へ
沈
ん
で
い
く
こ
と
で

あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
外
部
世
界
を
見
つ
め
よ
う
と
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
幻
影
の
よ
う
に
変
質
し
、「
僕
」
と
外
部
と
の
断
絶

が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
」
と
ま
と
め
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ

る
。〈
見
る
〉〈
見
ら
れ
る
〉
こ
と
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
冒

頭
で
述
べ
た
『
壁
』
収
録
作
品
の
多
く
に
通
底
す
る
〈
目
〉〈
見
る
〉

〈
認
識
〉
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
繋
が
る
だ
ろ
う
。「
S
・
カ
ル
マ
氏

の
犯
罪
」
に
お
い
て
「
壁
」
を
〈
凝
視
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
世

界
の
果
」
へ
出
発
し
て
い
く
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
「
自
分
も
知

ら
な
い
自
分
の
内
部
」
へ
沈
ん
で
い
く
行
為
と
も
捉
え
ら
れ
る
こ
と

に
加
え
、「
バ
ベ
ル
の
塔
の
狸
」
に
お
い
て
〈
目
玉
〉
が
自
分
の
生

存
を
お
び
や
か
す
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
書
か
れ
る
こ
と
は
、〈
目

玉
〉
が
〈
事
実
〉
や
〈
常
識
〉
と
い
っ
た
〈
目
に
見
え
る
〉
事
柄
や

〈
モ
ノ
〉
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
何
か
し
ら
の
意
味
に

囚
わ
れ
る
一
種
の
苦
渋
と
も
呼
べ
る
「
重
さ
」
と
な
る
と
捉
え
ら
れ

る
。「
と
ら
ぬ
狸
」
は
「
目
玉
銀
行
」
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
、「
重

量
で
あ
る
目
玉
か
ら
解
放
」
さ
れ
た
結
果
「
物
理
的
に
非
存
在
に
等

し
く
」
な
り
、「
一
個
の
純
粋
意
識
」
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
述
べ
、
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そ
れ
は
「
永
遠
の
歌
を
歌
い
つ
づ
け
る
透
明
な
詩
人
」
と
す
る
。
こ

の
こ
と
は
〈
見
る
〉
こ
と
へ
の
「
不
信
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
部
の

用
い
る
視
覚
的
な
単
語
は
、
呉
美
姃
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
「
肉
眼
に

基
づ
く
身
体
感
覚
の
信
頼
性
は
な
く
な
り
、
む
し
ろ
幻
覚
に
リ
ア
リ

テ
ィ
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
界
の
対
象
を
視
覚
で
客
観
的

に
捉
え
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
が
顕
在
化
す

る
」
８
こ
と
へ
の
意
識
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

　

以
上
を
ふ
ま
え
、『
壁
』
と
い
う
作
品
は
、〈
見
え
な
い
〉「
分
か

ら
な
い
」
こ
と
を
、そ
の
ま
ま
に
書
こ
う
と
し
た
作
品
だ
と
考
え
る
。

そ
の
上
で
、『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』［
真
善
美
社
版
］、「
名
も
な
き

夜
の
た
め
に
」に
指
摘
し
た「
解
決
し
よ
う
と
言
う
意
慾
」、「
た
だ〈
在

る
〉
と
叫
ぶ
態
度
」
と
い
っ
た
方
法
（
様
態
）
と
し
て
の
在
り
方
が

表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、「
あ
と
が
き
︱
『
壁
』」（『
壁
』
昭
26
・

5　

月
曜
書
房
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
）
に
、 

　
　
　

こ
の
三
篇
は
、
三
部
作
と
断
っ
て
あ
り
ま
す
と
お
り
、
だ
い

た
い
一
貫
し
た
意
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
壁
と
い

う
の
は
そ
の
方
法
論
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
壁
が
い
か
に
人
間

を
絶
望
さ
せ
る
か
と
い
う
よ
り
、
壁
が
い
か
に
人
間
の
精
神
の

よ
き
運
動
と
な
り
、
人
間
を
健
康
な
笑
い
に
さ
そ
う
か
と
い
う

こ
と
を
示
す
の
が
目
的
で
し
た
。 

（
破
線
引
用
者
）

　

と
書
か
れ
る
意
味
が
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

る
「
方
法
論
」
と
「
人
間
の
精
神
の
よ
き
運
動
」
は
本
論
を
貫
く
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。 

三
、 

ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
安
部
公
房 

　

前
章
で
安
部
の
創
作
に
対
す
る
大
ま
か
な
姿
勢
や
通
底
す
る
考
え

方
を
ま
と
め
た
が
、
本
章
で
は
そ
れ
を
「
抽
象
芸
術
」
及
び
「
現
象

学
」の
視
点
か
ら
よ
り
多
面
的
に
把
握
す
る
。そ
の
上
で
、ミ
シ
ェ
ル
・

ア
ン
リ
の
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
論
を
補
助
線
と
し
て
用
意
す
る
。
な

お
、
こ
こ
で
絵
画
論
を
用
い
る
こ
と
は
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
に
お

い
て
画
家
で
あ
る
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
が
「
壁
」
に
絵
を
描
き
〈
創
造
〉

す
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
同
じ
く
画
家
で
あ
る
矢
野
静
明
氏
は
「
等

価
性
の
次
元
と
「
自
己
触
発
」」（『
座
間
草
稿
集
5
』
令
元
・
9
）
で
ア

ン
リ
を
引
用
し
、「
描
く
行
為
と
い
う
存
在
と
事
物
存
在
の
等
価
性
」

や
「
内
在
性
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
そ
の
考
え
方
に
共
鳴
し
て

い
る
。
安
部
は
言
語
で
〈
創
造
〉
し
て
い
る
が
、〈
実
存
〉
及
び
〈
認

識
〉
的
な
問
題
意
識
は
そ
の
方
式
問
わ
ず
ア
ン
リ
と
共
通
す
る
も
の

が
あ
る
と
考
え
る
。 

　

ア
ン
リ
は
、『
現
出
の
本
質 

上
』（
平
17
・
7　

法
政
大
学
出
版
局
）

に
お
い
て
、「
あ
る
可
視
性
の
地
平
に
自
ら
を
従
属
さ
せ
る
と
い
う

条
件
下
」
で
は
「
エ
ゴ
」
が
一
つ
の
「
現
象
」
と
成
る
こ
と
が
で
き
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る
と
し
、「
超
越
が
エ
ゴ
の
存
在
の
条
件
な
の
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
捉

え
る
。
そ
し
て
、「
あ
る
啓
示
の

0

0

0

0

0

〈
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

〉
を
、
つ
ま
り
あ

る
啓
示
が
成
就
さ
れ
る
と
き
の
そ
の
や
り
方

0

0

0

を
指
し
示
し
て
い
る
か

か
る
様
態
」
が
実
在
的
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
し
、「
根
源
的
な
啓

0

0

0

0

0

示
は

0

0

、当
の
啓
示
が
そ
れ
自
身
に
と
っ
て
そ
れ
自
身
の
内
容
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

こ
れ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
安
部
の
「
創
作
メ
モ
」
に
書
か
れ
た
言

葉
と
比
較
し
た
い
。
安
部
は
「
観
念
性
の
排
除
」
に
つ
い
て
「
あ
や

ま
っ
て
抽
象
と
具
体
の
対
立
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
き
た
」
こ
と
に

対
し
、「
そ
れ
を
越
え
る
も
の
が
実
存
主
義
」
で
あ
る
と
い
う
言
葉

を
書
き
記
す
。
ま
た
、
異
な
る
箇
所
で
は
、「
何
故
な
ら
、
問
い
が

一
つ
の
結
果
で
あ
る
か
ら
だ
。
問
い
は
そ
の
う
ち
に
答
え
を
ふ
く
ん

で
い
る
」、「「
如
何
に
」
に
答
え
得
な
い
よ
う
な
生マ
マ方

を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
指
導
原
理
を
も
た
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
し
か
し
や
は
り

一
つ
の
生
き
方
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
も
お
さ
え
て
い
る
。
両
者

の
言
葉
に
は
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
前
章
で
確
認
し
た
初
期
作
品
に

通
底
す
る
「
方
法
論
」
と
し
て
の
物
語
の
在
り
方
は
、
安
部
や
ア
ン

リ
の
〈
ど
の
よ
う
に
〉〈
如
何
に
〉
と
同
義
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
解

決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
そ
の
も
の
が
一
つ
の
実
在
的
意
味
を
持
つ
」

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

　

で
は
、
そ
の
方
法
で
あ
る
〈
創
造
〉
行
為
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
か
。
安
部
は
、「
創
造
の
モ
メ
ン
ト
」（
夜
の
会
編
『
新
し
い
芸
術

の
探
求
』 

昭
24
・
5　

月
曜
書
房　
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
）
に
お
い
て
、

「
名
付
け
ら
れ
た
も
の
の
安
心
感
は
、
逆
に
名
付
け
ら
れ
な
い
混
沌

と
し
た
眼
に
見
え
ぬ
も
の
に
根
を
置
い
て
い
て
、
そ
の
上
に
何
か
現

象
と
し
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
」
だ
と

述
べ
る
。
そ
し
て
、「
創
造
と
い
う
言
葉
を
他
の
言
葉
に
置
換
え
て

満
足
し
よ
う
と
い
う
気
持
自
体
が
い
け
な
い
」
と
い
う
考
え
を
提
示

し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
安
部
自
身
が
「
創
造
自
体

を
絶
え
ず
問
題
に
し
て
創
造
を
書
い
て
い
る
」
と
す
る
。 

　

安
部
が
述
べ
る
「
名
付
け
ら
れ
な
い
混
沌
と
し
た
眼
に
見
え
ぬ
も

の
」
や
「
カ
リ
タ
ス
オ
ク
ル
タ
（
眼
に
見
え
ぬ
も
の
）」
９
と
ア
ン

リ
が
述
べ
る
「
目
に
見
え
な
い
〈
内
部
〉」
は
同
じ
よ
う
な
意
識
で

使
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
安
部
も
「
シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ

ム
批
判
」（『
み
づ
ゑ
』
第
525
号 

昭
24
・
8　

美
術
出
版
社　
『
安
部
公
房
全
集

2
』
所
収
）
に
お
い
て
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
抽
象
芸
術
と
の
関

係
性
に
つ
い
て
、「
結
局
こ
の
二
つ
は
本
質
的
に
対
立
す
る
も
の
で

は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
結
局
「
同
じ
衝
動
の
裏
と
表
」

で
あ
り
、「
決
し
て
非
合
理
と
合
理
、感
情
と
知
性
の
対
立
で
は
な
い
」

こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
「
真
の
非
合
理
は
シ
ュ
ー

ル
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
創
造
自
体
の
問
題
に
及
ん
で
始
め
て
出
て
く
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、ア
ン
リ
も
結
局
「
内
部
」

を
「
抽
象
画
」
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
表
現
し
て
い
る
た
め
、「
内
部
」

を「
文
字
」で
表
現
す
る
安
部
と
意
図
は
変
わ
ら
な
い
。そ
れ
ぞ
れ「
方

法
へ
の
意
識
」
は
異
な
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
衝
動
も
方
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法
も
同
種
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

　

よ
っ
て
、安
部
の
〈
創
造
〉
に
対
す
る
考
え
に
は
、〈
実
存
〉〈
認
識
〉

及
び
〈
問
い
自
体
〉
に
対
す
る
意
識
が
根
差
し
て
お
り
、「
カ
リ
タ

ス
オ
ク
ル
タ
（
眼
に
見
え
ぬ
も
の
）」
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と

へ
の
様
々
な
思
考
が
『
壁
』
成
立
以
前
の
初
期
作
品
及
び
言
説
か
ら

見
て
取
れ
る
。
そ
の
後
に
書
か
れ
る『
壁
』に
お
い
て
、〈
目
〉〈
見
る
〉

と
い
っ
た
語
が
多
用
さ
れ
、
か
つ
そ
の
物
語
の
内
容
か
ら
も
そ
の
意

識
が
見
て
取
れ
る
こ
と
か
ら
、『
壁
』
に
至
る
ま
で
の
作
品
と
『
壁
』

と
の〈
創
造
〉意
識
の
連
関
は
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

四
、 

世
界
＝
内
在
と
世
界
内
＝
在
、
夜 

　

前
章
で
触
れ
た
「
カ
リ
タ
ス
オ
ク
ル
タ
（
眼
に
見
え
ぬ
も
の
）」

つ
ま
り
〈
内
部
〉
と
〈
夜
〉
と
の
関
係
性
及
び
〈
内
部
〉
と
〈
外
部
〉

と
の
関
係
性
を
整
理
し
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」「
魔
法
の
チ
ョ

ー
ク
」
の
二
作
品
に
お
け
る
「
壁
」
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。 

　

安
部
は
リ
ル
ケ
か
ら
影
響
を
受
け
た
が
、
そ
の
リ
ル
ケ
を
理
解
す

る
こ
と
の
不
可
能
性
を
徐
々
に
認
識
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
リ
ル
ケ

を
人
間
の
世
界
に
位
置
づ
け
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
悟
る
。「
牧
神

の
笛
」（
昭
24
・
1　
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
）
に
お
い
て
は
、「
内
部

が
客
体
と
な
り
、
ぼ
く
ら
は
内
部
を
も
の

0

0

と
し
て
共
有
し
、
外
部
を

主
体
に
ゆ
ず
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
そ
の
反
対
の
よ
う
に
…
…
」

と
い
う
言
葉
や
、「
人
間
的
な
も
の
は
す
べ
て
裏
が
え
っ
た
顔
で
あ

り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
自
己
を
裏
返
そ
う
と
す
る
試
み
だ
け
が
詩
」

で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
見
受
け
ら
れ
る
。つ
ま
り
、〈
内
部
〉と〈
外
部
〉

が
〈
等
位
〉
で
あ
っ
て
〈
反
転
可
能
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

し
て
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
の
リ
ル
ケ
的
な
〈
循
環
〉
と
も

呼
べ
る
よ
う
な
置
き
換
わ
り
が
起
き
る
〈
混
沌
〉
は
、〈
夜
〉
と
い

う
空
間
に
お
い
て
生
じ
る
。
で
は
、
こ
の
〈
夜
〉
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
立
ち
現
れ
る
の
か
。
こ
の
矛
盾
し
た
問

題
を
安
部
は
「
詩
と
詩
人
（
意
識
と
無
意
識
）」（
昭
19
・
6　
『
安
部

公
房
全
集
1
』所
収
）の
中
で
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
安
部
は
、〈
主

観
〉
と
〈
客
観
〉
に
つ
い
て
、「
諸
々
の
声
」
が
「
様
々
な
次
元
に

展
開
」
さ
れ
て
言
葉
と
な
り
、
そ
れ
は
「
自
己
否
定
＝
自
己
超
越
の

形
を
以
て
意
識
の
中
」
に
捉
え
ら
れ
る
と
し
、「
物
そ
れ
自
体
、
云

い
代
え
れ
ば
夜
の
直
覚
が
展
開
す
る
自
体
と
し
て
或
種
の
象
徴
的
予

感
を
産
み
付
け
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
こ
そ
「
実
存

的
意
義
を
失
わ
な
い
、
客
観
な
る
言
葉
を
生
み
出
し
た
本
源
的
な
内

面
的
統
一
に
反
し
な
い
、
第
三
の
客
観
が
覗
視
さ
れ
る
」
こ
と
を
主

張
す
る
。
こ
れ
ら
を
端
的
に
述
べ
る
と
、「〈
主
観
〉
を
突
き
詰
め
自

己
を
〈
超
越
〉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
夜
〉
に
限
り
な
く
近
付
く
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
〈
超
越
〉
は
、
前
章
で

述
べ
た
安
部
と
、
ア
ン
リ
の
論
ず
る
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
に
共
通
す

る
言
葉
で
あ
っ
た
。 

　

そ
し
て
、
安
部
は
「
夜
」
と
は
「
体
験
自
体
」、「
此
の
部
屋
に
満
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ち
る
空
気
」
だ
と
し
、「
此
の
吾
等
の
判
断
も
、
表
現
も
、
生
も
、

行
為
も
、
幻
想
も
、
総
て
そ
れ
が
あ
る
如
く
あ
ら
し
め
る
も
の
、
そ

れ
が
夜
」
と
も
言
う
。
つ
ま
り
、〈
夜
〉
＝
〈
自
己
承
認
〉
＝
〈
人

間
の
在
り
方
〉
で
あ
り
、「
行
為
・
体
験
・
方
法
の
中
に
現
実
的
な

姿
を
現
す
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

　

そ
の
上
で
安
部
は
、〈
世
界
〉
と
〈
自
分
（
我
・
自
我
）〉
と
の
関

係
性
に
つ
い
て
、「
世
界
内
＝
在
者
と
し
て
の
我
は
、
世
界
＝
内
在

者
と
し
て
の
自
我
迄
ひ
ろ
が
っ
た
」
と
ま
と
め
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ

る
「
世
界
内
＝
在
者
」
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』

10

に

通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
後
藤
綾
氏

11

は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
考
を
「
人

間
が
世
界
︱
内
︱
存
在
と
し
て
実
存
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
人
間
の

本
質
的
特
徴
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
分
が
現
在
、
存
在
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
人
間
は
、
人
間
で
あ
る
限
り
常
に
世

界
の
中
に
い
る
存
在
で
あ
っ
て
決
し
て
世
界
と
現
︱
存
在
は
無
関
係

で
は
い
ら
れ
な
い
と
す
る
考
え
で
あ
る
」と
解
釈
す
る
。
安
部
の「
世

界
内
＝
在
者
」
も
「
世
界
の
中
に
い
る
者
」
と
い
う
意
味
で
繋
が
る
。

そ
し
て
、「
己
を
有
限
者
と
し
て
規
定
す
る
」〈
我
〉
が
〈
夜
〉
ま
た

は〈
人
間
の
在
り
方
〉に
拡
散
し
た
結
果
と
し
て「
世
界
＝
内
在
者
」、

つ
ま
り
「
世
界
を
内
在
す
る
者
」
と
し
て
の
〈
自
我
〉
が
立
ち
上
が

る
。
し
か
し
、
安
部
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
「
世
界
は
決
し
て
世
界
＝

内
在
た
る
に
止
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
決
し
て
人
間
の
在
り

方
を
制
約
支
配
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、「
世

界
は
夜
に
繫
っ
て
無
限
で
あ
り
全
体
で
あ
る
」と
す
る
。そ
し
て
、「
世

界
内
＝
在
に
も
世
界
＝
内
在
に
も
留
る
事
無
し
に
、
交
互
に
素
早
く

点
滅
」
し
て
、「
よ
り
高
次
の
人
間
の
在
り
方
で
あ
る
展
開
は
自
ら

次
元
を
上
へ
上
へ
と
乗
り
越
え
て
、限
り
無
き
円
を
回
転
し
続
け
る
」

と
捉
え
る
。「
夜
も
世
界
も
、
展
開
に
於
て
次
元
か
ら
次
元
へ
と
転

身
す
る
行
為
に
於
て
、そ
の
行
為
者
の
み
が
触
れ
得
る
」
の
で
あ
り
、

「
総
て
は
巡
る
」
の
だ
。 

　

つ
ま
り
、「
世
界
内
＝
在
」
と
「
世
界
＝
内
在
」
は
あ
る
意
味
〈
等

価
〉
な
も
の
と
し
て
置
き
換
わ
り
、点
滅
し
な
が
ら
〈
自
己
内
循
環
〉

（
波
線
原
文
）
と
い
う
形
で
運
動
し
続
け
る
こ
と
で
、
よ
り
高
次
へ
と

昇
華
し
て
い
く
。
そ
し
て
安
部
は
、純
粋
な
「
世
界
内
在
」
と
は
「
一

瞬
に
於
け
る
夜
の
具
体
的
直
覚
で
あ
る
」
と
ま
と
め
る
。 

　

も
し
、
こ
こ
で
〈
行
為
〉
に
よ
っ
て
あ
る
一
つ
の
解
答
が
出
て
し

ま
え
ば
、
展
開
は
停
止
し
、
そ
れ
と
と
も
に
〈
夜
〉
は
消
失
す
る
。

安
部
が
「
世
界
＝
内
在
」
を
諸
々
の
次
元
の
集
積
地
と
し
て
ま
と
め

き
ら
ず
意
味
を
展
開
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、〈
問
い
〉
続
け
る
こ
と
、

〈
循
環
〉
さ
せ
続
け
る
こ
と
、〈
等
価
〉
な
も
の
と
し
て
〈
内
外
〉
が

置
き
換
わ
り
可
能
な
も
の
と
し
て
〈
混
沌
〉
と
し
続
け
る
こ
と
こ
そ

が
〈
夜
〉
で
あ
り
、〈
人
間
の
在
り
方
〉
で
あ
り
、
安
部
の
意
識
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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五
、 
吸
収
さ
れ
る
「
壁
」
―
「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」 

　

こ
れ
ま
で
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
本
章
か
ら
は
『
壁
』
に
つ

い
て
具
体
的
に
考
察
を
進
め
て
い
く
。
遠
丸
立
氏

12
は
、『
壁
』
に
つ

い
て
、「
主
人
公
自
身
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
壁
」
に
変
身
す
る
︱
つ
ま

り
「
壁
」
と
一
体
化
す
る
︱
と
い
う
結
末
を
も
つ
て
小
説
を
し
め
く

く
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
作
者
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
壁
」、
す

な
わ
ち
人
工
的
構
築
物
、
い
い
か
え
れ
ば
表
現
の
営
為
、
に
託
し
た

願
望
の
か
け
が
え
の
な
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
よ
り
慎
重
に
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う

の
も
『
壁
』
収
録
作
品
の
中
で
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
「
魔

法
の
チ
ョ
ー
ク
」
に
お
い
て
主
人
公
が
「
壁
」
と
な
っ
て
終
わ
る
こ

と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
過
程
が
両
者
ま
っ
た
く
異
な
る
か
ら
だ
。 

　

前
者
は
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
が
「
壁
」
を
〈
凝
視
〉
す
る
こ
と

で
吸
収
し
、「
彼
（
S
・
カ
ル
マ
氏
）」
の
〈
内
〉
か
ら
果
て
し
な
く

成
長
し
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
後
者
は
、「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
が
チ
ョ

ー
ク
を
用
い
て
食
べ
物
を
実
体
化
さ
せ
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
だ
こ
と

で
体
が「
壁
」の
成
分
に
置
き
換
わ
り「
壁
」に
吸
収
さ
れ
る
。「「
壁
」

を0

吸
収
す
る
の
か
「
壁
」
に0

吸
収
さ
れ
る
の
か
」、
こ
の
方
向
性
の

違
い
に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
安
部
の
作
品
と
言
説

を
追
い
な
が
ら
読
み
込
み
、「
壁
」
と
は
如
何
な
る
も
の
か
を
明
ら

め
る
。 

　

ま
ず
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
で
は
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
が

ス
ク
リ
ー
ン
を
突
き
抜
け
、「
壁
」と
対
面
す
る
。そ
こ
で「
壁
」は
、「
実

証
精
神
と
懐
疑
精
神
の
母
胎
」
で
あ
る
と
書
か
れ
、「
人
間
の
仮ヒ
ポ
テ
ー
ゼ設

」

と
も
呼
ば
れ
る
。
実
証
や
懐
疑
と
い
う
も
の
は
、基
本
的
に
〈
事
実
〉

に
基
づ
い
て
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
反
形
而
上
学
（
反

メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
）
的
在
り
方
で
あ
る
。
第
二
章
で
も
引
用
し
た
よ

う
に
、
安
部
は
〈
事
実
〉
に
警
戒
心
を
抱
い
て
い
る
。
人
間
が
そ
の

よ
う
な
〈
事
実
〉
に
基
づ
く
精
神
・
態
度
を
持
っ
て
「
壁
」
に
向
か

っ
て
も
、「「
壁
」
は
「
分
か
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
た
だ
そ
こ
に
「
在

る
」」
の
で
あ
っ
て
、
何
か
が
実
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。「
壁
」
は

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
「
仮
設
」
で
あ
っ
て
、〈
ど
の
よ
う
に
〉〈
如
何

に
〉
に
答
え
得
な
い
「
仮
の
」
見
解
で
し
か
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ

そ
、「
壁
」
は
そ
の
次
の
場
面
で
物
質
か
ら
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も

の
に
消
え
て
ゆ
き
、
さ
ら
に
還
元
を
求
め
れ
ば
帰
っ
て
く
る
。「
壁
」

が
そ
の
よ
う
な
単
一
的
な
意
味
と
し
て
理
解
で
き
な
い
存
在
で
あ
り

続
け
る
か
ら
こ
そ
、
永
遠
に
「
実
証
精
神
と
懐
疑
精
神
の
母
胎
」
で

あ
り
続
け
ら
れ
、
一
種
の
〈
問
い
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
一
面
を
持
ち
得

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

　

ま
た
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
壁
」
の
「
お
ま
え
の
中
で
、
も
う

何
も
の
か
ら
も
呼
ば
れ
な
い
た
だ
の
石
に
な
っ
て
、
よ
み
が
え
ろ

う
」
と
い
う
言
葉
は
、安
部
の
「
創
作
メ
モ
」
に
書
き
記
さ
れ
る
「
ほ

ん
と
う
の
詩
人
と
は
、
石
に
は
石
の
声
で
歌
わ
せ
る
も
の
、
と
い
う

よ
り
、
自
ら
石
に
な
っ
て
、
石
の
声
で
歌
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
？
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
石
」
は

そ
れ
が
あ
る
如
く
あ
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、「
石
」
の
声
で
歌
わ

れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
出
来
な
い
。
人
間
の
声
で
歌
わ
せ
よ
う
と

す
る
し
か
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
ズ
レ
が
生
じ
る
。
そ
の
解
決
策
は

自
ら
「
石
」
に
な
る
こ
と
だ
が
、そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

安
部
の
〈
創
造
（
表
現
）〉
に
対
す
る
考
え
方
に
通
じ
る
。
第
三
章

に
お
い
て
引
用
し
た
「
創
造
の
モ
メ
ン
ト
」
に
お
い
て
、「
創
造
と

い
う
言
葉
を
他
の
言
葉
に
置
換
え
て
満
足
し
よ
う
と
い
う
気
持
自
体

が
い
け
な
い
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
、
安
部
は
〈
見
え
な
い
も
の
〉

の
上
に〈
見
え
る
も
の
〉の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、結
局〈
見

え
る
も
の
〉
＝
「
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
支
配
者
で
あ
る
ロ

ゴ
ス
」を
超
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、〈
見
え
な
い
も
の
〉

を
〈
見
え
る
〉
言
葉
で
書
い
て
い
る
こ
と
自
体
を
問
題
に
し
て
書
い

て
い
る
。
つ
ま
り
、「〈
斯
く
在
る
〉
も
の
を
何
か
言
葉
に
置
き
換
え

て
表
現
さ
れ
る
時
点
で
そ
れ
は
「
体
験
自
体
」
で
は
な
く
、
ズ
レ
が

生
じ
る
」
た
め
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
問
題
意
識
と
し
て
作
品
で
語
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
壁
」
と
は
現
実
的
意
味
で
捉
え
る
な
ら
ば
、

そ
の
向
こ
う
側
を
見
え
な
く
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
「
向
こ

う
側
は
何
か
？
」
と
い
う
〈
問
い
〉
で
も
あ
る
。13
「
ほ
ん
と
う
の
詩

人
」
や
「
石
」
に
な
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
「
壁
」
の
向
こ
う

側
に
あ
る
も
の
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
故
に
「
壁
」
は
、〈
ど
の
よ
う
に
し
て
〉〈
如
何
に
し
て
〉
近
付
く

か
、〈
超
え
て
〉
い
く
の
か
と
い
う
「
方
法
論
」〈
問
い
〉
と
し
て
永

遠
に
屹
立
し
続
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

　

ま
た
、
遠
丸
氏
は
安
部
の
人
物
た
ち
が
「
他
の
任
意
の
生
物
や
物

質
と
ま
っ
た
く
等
価
な
、
交
換
可
能
な
存
在
」
に
、
メ
タ
モ
ル
フ
ォ

ー
ゼ
す
る
こ
と
に
対
す
る
〈
等
価
性
〉
に
つ
い
て
指
摘
し
、
そ
こ
に

「
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
姿
勢
」
が
打
ち
だ
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。14

本
論
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
安
部
の
〈
創

作
〉
意
識
に
お
い
て
は
、〈
内
外
〉「
世
界
内
在
」
を
初
め
、
様
々
な

も
の
が
置
き
換
わ
り
可
能
で
相
互
的
、
そ
し
て
〈
等
価
〉
な
も
の
で

あ
っ
た
。〈
ヒ
ト
〉
と
〈
モ
ノ
〉
も
例
外
で
は
な
い
。
遠
丸
氏
は
こ

の
在
り
方
を
「
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
姿
勢
と
述
べ
る
が
、
そ
の

姿
勢
と
「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
に
お
け
る
「
壁
」
と
の
関
係
を

見
事
に
捉
え
て
い
る
の
が
藤
井
貴
志
氏

15
で
あ
り
、〈
オ
ブ
ジ
ェ
〉
を

中
心
に
考
察
を
進
め
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

　
　
「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
の
結
末
の
光
景
が
「
美
し
く
」
な
い
の
は

も
ち
ろ
ん
だ
が
、
同
時
に
そ
の
「
名
前
を
失
っ
た
一
つ
の
オ
ブ

ジ
ェ
」
は
「
あ
ぶ
ら
む
し
の
よ
う
に
不
気
味
な
み
に
く
い
も
の
」

と
い
う
も
う
一
つ
の
意
味
に
収
斂
す
る
こ
と
も
な
い
筈
だ
。
そ

れ
は
あ
く
ま
で
〈
非ナ
ン
セ
ン
ス

︱
意
味
〉
な
〈
物
体
〉
と
し
て
屹
立
し
続

け
る
こ
と
で
、
あ
の
〈
人ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

間
中
心
主
義
〉
に
対
す
る
最
も
有
効

で
殲
滅
的
な
「
復
讐
」
＝
〈
革
命
〉
を
成
し
得
る
の
だ
か
ら
。 

（
破
線
引
用
者
） 
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こ
の
指
摘
の
中
で
も
特
に
、「
壁
」
は
〈
非
︱
意
味
〉
だ
と
述
べ

ら
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
壁
」
は
〈
無

︱
意
味
〉
で
は
な
く
〈
非
︱
意
味
〉
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
が
故
に
、

〈
反
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〉
的
な
意
味
を
持
ち
得
る
。
そ
の
在
り
方
は

本
論
で
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
「
壁
」
と
同
質
で
あ
る
。
安
部
の

初
期
作
品
や
言
説
を
基
に
捉
え
た
本
論
に
お
け
る
「
壁
」
は
「
分
か

ら
な
い
」
も
の
と
し
て
た
だ
そ
こ
に
「
在
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
に
「
壁
」
が
〈
非
︱
意
味
〉
な
も
の
と
し
て
屹
立
し
続
け
る
か
ら

こ
そ
「
仮
設
」〈
問
い
〉
と
し
て
の
一
面
が
生
ま
れ
、「
方
法
論
」
的

意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
「
詩
人
」
が
「
解
決
し
よ
う

と
言
う
意
慾
」
を
持
ち
、
立
ち
向
か
う
こ
と
で
そ
こ
に
運
動
が
生
ま

れ
続
け
る
の
だ
。
藤
井
氏
は
こ
の
印
象
的
な
〈
非
︱
意
味
〉
と
表
現

す
る
指
摘
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
述
べ
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
の
内
実

を
以
下
の
章
で
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
を
用
い
て
捉
え
直
し
た
い
。 

　

ま
た
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」に
お
い
て「
S
・
カ
ル
マ
氏
」は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に〈
眼
〉か
ら「
か
ら
っ
ぽ
の
胸
」に
様
々
な〈
モ
ノ
〉

を
吸
収
し
て
い
き
、最
終
的
に「
壁
」を
吸
収
す
る
。
そ
の
よ
う
な〈
混

沌
〉
が
起
き
る
空
間
は
〈
夜
〉
だ
が
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
は
そ
の
〈
夜
〉

を
体
の〈
内
〉に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
基
本
的
に「
外

か
ら
内
」
と
い
う
方
向
性
で
〈
ヒ
ト
〉
や
〈
モ
ノ
〉
が
置
き
換
わ
り
、

入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
多
い
。「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
が
ス
ク
リ
ー
ン

を
通
し
て
自
分
の
部
屋
と
思
わ
れ
る
空
間
の
〈
内
〉
に
入
り
、
そ
の

部
屋
の
「
壁
」
を
〈
凝
視
〉
す
る
こ
と
で
〈
内
〉
に
吸
収
し
て
い
く

こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
置
き
換
わ
り
は
〈
夜
〉
と
い
う
空
間
の
あ
る
場

に
向
か
っ
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
は

そ
れ
が
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
の
〈
内
〉
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
壁
」

を
〈
内
〉
に
吸
収
す
る
「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
は
、
第
四
章
で
確
認
し

た
よ
う
な
、「
世
界
＝
内
在
者
」
的
性
質
も
持
ち
得
る
と
考
え
る
。 

六
、 

吸
収
す
る
「
壁
」「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」 

　

で
は
最
後
に
、「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
「
壁
」
の
表
現
方

法
に
お
い
て
対
照
性
を
持
つ
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
に
つ
い
て
見
る
。

「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は
チ
ョ
ー
ク
を
用
い
、「
壁
」
に
描
い
た
〈
モ
ノ
〉

を
実
体
化
さ
せ
て
い
く
。
前
提
と
し
て
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
の
性
質
を

お
さ
え
る
。
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
の
独
特
な

書
き
出
し
で
あ
る
。
特
に
色
彩
が
豊
か
で
視
覚
的
に
は
っ
き
り
と
し

た
印
象
を
受
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
世
界
の
中
で
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は

複
雑
な
匂
い
の
複
合
を
「
電
車
通
り
の
肉
屋
で
揚
げ
て
い
る
豚
肉
の

イ
ェ
ロ
ー
・
オ
ー
カ
ー
」
や
「
パ
ン
屋
か
ら
流
れ
て
く
る
感
動
的
な

ク
ロ
ー
ム
・
イ
ェ
ロ
ー
」
な
ど
、
匂
い
と
い
う
〈
見
え
な
い
も
の
〉

を
色
と
い
う
〈
見
え
る
も
の
〉
に
置
き
換
え
て
世
界
を
捉
え
る
。
ま

た
、
チ
ョ
ー
ク
を
手
に
入
れ
て
か
ら
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
が
そ
の
力
を

本
当
だ
と
信
じ
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は
コ
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ー
ヒ
ー
の
香
や
パ
ン
を
触
る
指
の
感
触
、
舌
ざ
わ
り
な
ど
の
実
際
に

見
て
感
じ
ら
れ
る
〈
事
実
〉
に
基
づ
い
て
、
帰
納
的
に
物
事
を
把
握

す
る
。
ま
た
、「
リ
ン
ゴ
は
リ
ン
ゴ
の
味（
こ
れ
は
雪
リ
ン
ゴ
だ
）」「
砂

糖
は
砂
糖
の
味
（
甘
い
）」
な
ど
の
文
中
に
お
け
る
（ 

）
の
使
い
方

も
そ
れ
を
端
的
に
表
す
。
こ
れ
は
、
第
二
章
に
引
用
し
た
「
創
作
メ

モ
」
に
お
い
て
安
部
が
「〝
事
実
〟
を
武
器
に
す
る
論
理
を
警
戒
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
事
実
と
は
（ 

）
の
中
に
挿
入
さ
れ

て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
繋

が
る
。 

　

そ
し
て
前
章
に
お
い
て
、「
創
造
の
モ
メ
ン
ト
」
を
ふ
ま
え
た
上

で
安
部
が
「〈
見
え
る
も
の
〉
＝
「
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的

支
配
者
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
」を
超
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
に
、

〈
見
え
な
い
も
の
〉
を
〈
見
え
る
〉
言
葉
で
書
い
て
い
る
こ
と
自
体

を
問
題
に
し
て
書
い
て
い
る
」
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
の
「
抗
う
こ
と

の
で
き
な
い
も
の
」
に
関
し
て
は
、「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
が
チ
ョ
ー
ク

を
手
に
入
れ
た
後
に
、「
か
す
か
に
う
ず
く
悲
哀
」
を
感
じ
、「
微ほ
ほ
え笑

ん
で
い
る
筋
肉
の
傍
ら
で
、
小
さ
な
筋
肉
が
微
か
に
慄お
の
の

い
た
」
と
書

か
れ
る
こ
と
や
、「
部
分
的
事
実
の
必
然
を
正
確
に
捉と
ら

え
る
だ
け
で

は
、
そ
れ
ら
事
実
相
互
の
矛
盾
は
、
結
局
彼
を
再
び
過
去
の
世
界
に

引
き
戻も
ど

し
、
飢
え
に
お
と
し
い
れ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
」
と
書
か
れ
る
二

つ
の
場
面
で
最
も
顕
著
に
表
れ
る
。 

　
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
の
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
は
、
大
山
真
樹
氏

16
の
言

葉
を
借
り
る
と
、
チ
ョ
ー
ク
に
で
き
る
こ
と
は
、「
せ
い
ぜ
い
、
過

去
の
出
来
事
に
対
す
る
価
値
評
価
を
変
更
す
る
こ
と
で
し
か
な
く
、

過
去
そ
の
も
の
を
無
く
し
た
り
変
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
過
去
に
対
す
る
新
た
な
価
値
評
価
の
背
景
で
は
、

そ
の
底
意
と
し
て
、
過
去
の
出
来
事
に
対
す
る
負
の
感
情
と
過
去
の

出
来
事
の
揺
る
が
な
さ
と
が
感
じ
取
ら
れ
て
」
い
る
。
つ
ま
り
、「
ア

ル
ゴ
ン
君
」
の
か
す
か
に
う
ず
く
悲
哀
や
、
チ
ョ
ー
ク
を
手
に
入
れ

る
以
前
の
過
去
に
引
き
戻
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
、
逆
に
そ
の

過
去
を
明
晰
に
自
覚
し
て
し
ま
う
こ
と
が
分
か
る
。「
イ
ヴ
」「
料
理

全
集
」「
ピ
ス
ト
ル
」
な
ど
、
こ
の
チ
ョ
ー
ク
で
「
壁
」
に
描
か
れ

た
も
の
は
、
全
て
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
の
生
き
る
現
実
に
即
し
た
〈
見

え
る
も
の
〉で
あ
る
。新
し
く
世
界
を
創
ろ
う
と
し
て
も
、や
は
り「
ア

ル
ゴ
ン
君
」
は
安
部
が
警
戒
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
「
目
に
見
え

る
〈
事
実
〉」
に
囚
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
取
り
込

み
続
け
た
「
壁
」
の
成
分
に
置
き
換
わ
り
、強
制
的
に
吸
収
さ
れ
る
。 

　
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
が
「
壁
」
に
置
き
換
わ
り
、そ
れ
を
〈
超
え
る
〉、

つ
ま
り
新
し
く
世
界
を
創
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
上
で
の
「
世
界

を
つ
く
り
か
え
る
の
は
、
チ
ョ
ー
ク
で
は
な
い
」
と
い
う
最
後
の
一

言
は
、
前
章
に
お
い
て
述
べ
た
「「
壁
」
は
「
分
か
ら
な
い
」
も
の

で
あ
り
、
そ
の
向
こ
う
側
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
い
う
こ
と
に

結
び
付
く
。「
分
か
ら
な
い
」「
壁
」を〈
超
え
た
〉先
に
あ
る
も
の
が
、

創
り
か
わ
っ
た
新
し
い
世
界
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
「
壁
」
に
チ

ョ
ー
ク
を
用
い
て
「
目
に
見
え
る
〈
事
実
〉」
を
素
に
〈
モ
ノ
〉
を

表
現
し
て
〈
内
〉
に
取
り
込
ん
だ
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は
、
結
局
向
こ
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う
側
の
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
ド

ア
の
〈
外
〉」
を
見
よ
う
と
し
て
も
、
た
だ
曠
野
が
広
が
っ
て
い
る

ば
か
り
で
チ
ョ
ー
ク
が
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の

不
可
能
さ
を
後
に
改
め
て
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
最

後
の
一
言
に
関
し
て
、
顧
琦
淵
氏

17
は
、「
新
し
い
創
造
へ
向
か
う
た

め
の
自
己
否
定
を
意
味
す
る
」
と
し
、「
ア
ル
ゴ
ン
君
の
流
し
た
涙

は
否
定
さ
れ
た
古
い
創
造
の
終
点
で
あ
り
、
新
し
い
創
造
の
始
ま
り

の
象
徴
」
だ
と
す
る
。
こ
の
指
摘
の
よ
う
に
、「
覚
え
書
︱
『
魔
法

の
チ
ョ
ー
ク
』」（
限
定
版
『
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
』
昭
44
・
12　

プ
レ
ス
・
ビ

ブ
リ
オ
マ
ー
ヌ　
『
安
部
公
房
全
集
22
』
所
収
）
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
自

己
否
定
」
が
最
後
の
場
面
と
通
じ
て
く
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
第
四
章
に
引
用
し
た
「
詩
と
詩
人
（
意
識
と
無
意
識
）」
で

確
認
し
た
よ
う
に
、
安
部
に
と
っ
て
「
自
己
否
定
＝
自
己
超
越
」
で

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
つ
ま
り
、
顧
琦
淵
氏
が
述
べ
る

「
新
し
い
創
造
へ
と
向
か
う
自
己
否
定
」
と
は
古
い
創
造
を
超
え
て

い
く
と
い
う
意
味
で
の
「
自
己
超
越
」
と
も
読
み
か
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
芸
術
の
問
題
に
対
し
て

書
か
れ
た
「
偶
然
の
神
話
か
ら
歴
史
へ
の
復
帰
」（『
世
紀 new

s

』
Ⅷ 

昭
25
・
8　
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
）
に
も
繋
が
り
、
そ
こ
で
は
「
自

己
を
人
間
（
世
界
内
存
在
）
と
し
て
捉
え
る
」「
自
己
喪
失
を
、
自

己
か
ら
人
間
へ
の
跳
躍
に
と
転
化
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
た
。
最
終
的
に
は
〈
超
越
〉
す
る
こ
と
は
か
な
わ
ず
、「
壁
」

に
吸
収
さ
れ
て
そ
の
不
可
能
さ
を
自
覚
し
た
た
め
、「
新
し
い
創
造

の
始
ま
り
の
象
徴
」
と
い
う
顧
琦
淵
氏
の
主
張
の
よ
う
に
な
り
得
る

か
ま
で
は
「
分
か
ら
な
い
」。
し
か
し
、
そ
の
「〈
超
越
〉
し
よ
う
と

す
る
意
慾
」
も
「
壁
」
に
対
す
る
一
つ
の
運
動
で
あ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
何
度
も
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
に

〈
非
︱
意
味
〉
で
「
分
か
ら
な
い
」「
壁
」
に
対
し
て
「
自
己
否
定
」

が
起
き
続
け
る
こ
と
こ
そ
が
そ
の
意
味
で
あ
り
、
安
部
の
意
識
で
あ

っ
た
。 

　

ま
た
、「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は
物
語
の
前
半
で
チ
ョ
ー
ク
を
手
に
入

れ
た
後
、
描
い
た
〈
モ
ノ
〉
が
実
体
化
す
る
の
は
〈
夜
〉
と
い
う
空

間
に
お
い
て
の
み
だ
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、部
屋
に
〈
永
遠
の
夜
〉

を
人
工
的
に
創
ろ
う
と
す
る
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
S
・
カ

ル
マ
氏
」
は
そ
の
〈
内
〉
に
〈
夜
〉
を
内
包
し
て
い
た
の
に
対
し
、「
ア

ル
ゴ
ン
君
」
は
自
分
の
〈
外
〉
に
〈
夜
〉
を
創
り
、「
壁
」
の
向
こ

う
側
に
新
た
な
世
界
を
求
め
る
。
そ
し
て
そ
の
空
間
に
お
い
て
、
自

分
の
〈
内
〉
に
あ
る
欲
や
願
望
を
〈
創
造
〉
に
よ
っ
て
〈
外
〉
へ
と

生
み
出
し
て
い
く
。
そ
の
〈
外
〉
を
形
づ
く
る
成
分
は
「
壁
」
で
あ

っ
た
。
そ
れ
故
、「
壁
」
を
吸
収
し
た
「
S
・
カ
ル
マ
氏
」
と
異
な
り
、

「
壁
」
に
吸
収
さ
れ
た
と
考
え
る
。
結
果
と
し
て
「
壁
」
に
吸
収
さ

れ
る
「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
は
、
第
四
章
に
お
い
て
確
認
し
た
、
己
を
有

限
者
と
し
て
規
定
す
る
「
世
界
内
＝
在
者
」
的
な
性
質
も
持
ち
得
る

と
考
え
る
。 

　

以
上
を
ふ
ま
え
、「「
壁
」
を0

吸
収
す
る
の
か
「
壁
」
に0

吸
収
さ
れ

る
の
か
」
と
い
う
方
向
性
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
物
語
中
に
お
い
て
、
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〈
夜
〉
の
空
間
が
あ
る
場
所
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
そ
れ
ら
二
つ
も
〈
等

価
〉
で
あ
っ
て
、
優
劣
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
S
・
カ
ル

マ
氏
」「
ア
ル
ゴ
ン
君
」
そ
れ
ぞ
れ
に
第
四
章
で
述
べ
た
よ
う
な
「
世

界
内
在
」
的
在
り
方
を
読
み
込
ん
だ
が
、
安
部
は
「
世
界
＝
内
在
」

に
も
「
世
界
内
＝
在
」
に
も
留
め
る
こ
と
は
な
く
展
開
さ
せ
続
け
て

お
り
、
ど
ち
ら
も
置
き
換
わ
り
可
能
で
あ
っ
た
。
故
に
二
作
品
の
間

に
こ
の
よ
う
な
永
遠
に
〈
循
環
〉
し
続
け
る
在
り
方
、
安
部
の
意
識

が
見
て
取
れ
る
こ
と
こ
そ
が
本
論
に
お
け
る
意
義
と
な
る
。

 

七
、 

お
わ
り
に 

　

本
論
で
は
〈
創
造
〉
と
い
う
視
点
か
ら
『
壁
』
三
部
作
の
「
一
貫

し
た
意
図
」
を
追
い
、二
つ
の
「
壁
」
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
吸
収
」

の
方
向
性
が
異
な
り
な
が
ら
も
最
終
的
に
は
両
者
が
〈
等
価
〉
で
あ

る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
「
壁
」
と
主
人
公
が
対
照
的
な
形

で
一
体
化
す
る
「
S
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
と
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」

の
二
作
品
が
同
じ
作
品
集
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。 

　

ま
た
、
反
イ
ズ
ム
な
ど
の
一
側
面
に
収
斂
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

よ
り
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
「
壁
」
の
可
能
性
も
探
っ
た
。
そ
れ
は
、

「
分
か
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
屹
立
し
続
け
る
こ
と
で
「
解
決
し
よ

う
と
言
う
意
慾
」
を
人
間
に
持
た
せ
続
け
、〈
行
為
〉
の
発
端
で
あ

り
続
け
、
そ
し
て
「
精
神
の
よ
き
運
動
」
を
起
こ
し
続
け
る
「
壁
」

で
あ
る
。
故
に
、〈
問
い
自
体
〉「
方
法
論
」
と
し
て
の
顔
も
見
せ
る

そ
の
「
壁
」
は
、こ
れ
か
ら
も
私
達
の
前
に
た
だ
ひ
た
す
ら
〈
在
り
〉

続
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

１　
「
安
部
公
房
『
壁
』
に
つ
い
て
︱
第
三
部
「
赤
い
繭
」
論
︱
」(

『
言
文
』

〈
50
〉
平
14
・
3　

福
島
大
学
国
語
学
国
文
学
会)

２　

顧
琦
淵
「
安
部
公
房
「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
論
︱
「
イ
ヴ
」
の
誕
生
と
役

割
に
つ
い
て
」（『
阪
神
近
代
文
学
研
究
』
第
16
号　

平
27
・
5　

阪
神
近
代

文
学
会
） 

３　
「
モ
ノ
に
な
っ
た
ヒ
ト
︱
安
部
公
房
・
初
期
変
身
譚
研
究
︱
（
二
）」（『
国
文
』

第
百
二
十
六
号　

平
28
・
12　

お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
） 

４　

大
山
定
一
・
訳
『
マ
ル
テ
の
手
記
』（
昭
28
・
6　

新
潮
社
）
を
参
照
。 

５　

呉
美
姃
「
戦
中
か
ら
戦
後
へ
︱
「
名
も
な
き
夜
の
た
め
に
」
論
︱
」（『
安

部
公
房
の
〈
戦
後
〉
︱
植
民
地
経
験
と
初
期
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
』
平
21
・

11　

ク
レ
イ
ン
） 

６　
「
あ
と
が
き
︱
冬
樹
社
版『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』」（『
終
り
し
道
の
標
べ
に
』

昭
40
・
12　

冬
樹
社　
『
安
部
公
房
全
集
19
』
所
収
）
に
お
い
て
安
部
自
身
が

述
べ
て
い
る
。 

７　

注
５
に
同
じ
。 

８　

注
５
に
同
じ
。 

９　
「
創
造
の
モ
メ
ン
ト
」（
夜
の
会
編
『
新
し
い
芸
術
の
探
求
』 

昭
24
・
5　

月
曜
書
房　
『
安
部
公
房
全
集
2
』
所
収
）
に
お
い
て
、
安
部
が
パ
ル
メ
ニ
デ

ス
の
言
葉
と
し
て
用
い
て
い
る
。 

10　

中
山
元
・
訳
『
存
在
と
時
間
』［
1
～
7
巻
］（
平
27
・
9　

光
文
社
） 
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11　
「
安
部
公
房
研
究
︱
〈
物
〉
と
〈
人
〉
の
本
質
を
め
ぐ
っ
て
︱
」（『
日
本
文

学
ノ
ー
ト
』
48
号　

平
25
・
7　

宮
城
学
院
女
子
大
学
日
本
文
学
会
） 

12　

遠
丸
立
「『
壁
』（
70
年
代
の
前
衛
・
安
部
公
房
（
特
集
））
︱
安
部
公
房
・

主
要
作
品
の
分
析
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
36
巻 

第
1
号　

昭
46
・
1

　

至
文
堂
） 

13　

あ
く
ま
で
現
実
的
意
味
と
し
て
考
え
た
時
に
比
喩
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
。

こ
れ
が
安
部
の
描
く
「
壁
」
で
は
な
い
。 

14　

注
12
に
同
じ
。 

15　
「〈
オ
ブ
ジ
ェ
〉
達
の
革
命
︱
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
「
壁
︱
S
・
カ
ル
マ

氏
の
犯
罪
」
︱
」（『
愛
知
県
立
大
学
説
林
』〈
64
〉
平
28
・
3　

愛
知
県
立
大

学
国
文
学
会
） 

16　
「
意
志
す
る
こ
と
そ
の
も
の
の
否
定
が
な
ぜ
力
へ
の
意
志
の
本
質
を
な
す
の

か
」（
日
本
哲
学
会
第
77
回
大
会
（
2018
年
神
戸
大
学
）
一
般
研
究
発
表
要
旨
） 

17　

注
２
に
同
じ
。 

（
あ
ち
わ　

ま
さ
き
）  


