
リ
ル
ケ
の

「窓」

の
モ
チ
ー
フ

(
下
)手首

田

伊

久

穂

鏡
と
し
て
の
窓

す
で
に
前
々
稿
と
前
稿
で
、

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
を
「
恋
人
と
窓
」
、
「
夜
の
空
間
と
窓
」
と
い
う
テ
1
7
に
焦
点
を
絞

っ
て
検
討
し
、

リ
ル
ケ
に
と
っ
て
重
要
な
「
愛
の
女
性
」

2
5
E
S
g号
)
と
さ
ら
に
「
夜
の
空
間
」
と
の
関
係
の
な
か
で
、
「
窓
」

が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
働
き
や
特
質
を
も
っ
て
い
る
か
を
リ
ル
ケ
の
創
作
活
動
の
発
展
を
追
っ
て
解

明
し
て
き
た
。
今
回
は
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
「
星
座
と
し
て
の
窓
」
な
ど
を
も
取
り
上
げ
、

ま
だ
未
解
明
の

「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
か
ら
検
討
し
た
い
。
こ
の
窓
は
、
視
線
の
角
度
や
光
の
当
た
り
方
に
よ
っ
て
硝
子
面
が
「
鏡
」
と
化
す

る
窓
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
期
リ
ル
ケ
の
創
作
期
に
な
る
と
「
鏡
」
が
た
ん
に
こ
の
世
界
の
対
象
を
映
す
鏡
面
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

ず
、
い
や
む
し
ろ
そ
れ
を
通
り
抜
け
で
、
そ
の
内
奥
に
広
が
る
わ
れ
わ
れ
の
住
み
え
な
い
別
な
時
空
の
世
界
、

い
わ
ば
後
に
言
わ
れ

れ

ず

一
品
砕
い

書
4

川

Y
41‘畿
管

(下
)

ノ、



リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ

(下
)

ノ、
四

る
「
聞
か
れ
た
世
界
」
を
表
わ
す
メ
タ
フ
ァ
ー
や
象
徴
と
し
て
リ
ル
ケ
特
有
の
形
市
上
学
的
な
意
味
を
お
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
鏡

と
し
て
の
窓
」
も
そ
う
し
た
深
い
意
味
内
容
を
も
も
つ
よ
う
に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
鏡
」
は
現
実
の
対
象
を
映
像
と
し
て
映
し
だ
す

鏡
本
来
の
働
き
を
も
っ
鏡
面
を
有
す
る
と
共
に
、
さ
ら
に
、
そ
の
内
奥
に
い
わ
ゆ
る
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
し
て
の
特
質
を
も
っ
内

的
空
聞
を
も
宿
す
こ
と
に
よ
っ
て
二
重
の
構
造
を
も
つ
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
も
そ
う
し
た
構
造
を
そ

の
ま
ま
も
つ
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
窓
」
は
ま
た
一
方
で
、
鏡
と
化
し
な
が
ら
も
そ
れ
本
来
の
透
明
な
性
質
を
失
わ
ず
に
、

鏡
像
と
、
窓
を
通
し
て
見
え
る
向
う
側
の
世
界
と
が
出
会
い
、
関
連
を
結
ぶ
空
間
と
も
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」

は
そ
の
時
々
で
、
ず
い
ぶ
ん
複
雑
な
現
わ
れ
方
を
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
の
具
体
例
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
と
こ
ろ
で
前
々
稿
の
「
恋
人
と
窓
」
、
前
稿
の

「
夜
の
空
間
と
窓
」
で
は
ど
ち
ら
も
両
者
の
関
係
が
、
ま
だ
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
初
期
の
創
作
期
か
ら
か

な
り
明
確
な
形
で
、

し
か
も
か
な
り
の
数
の
具
体
例
を
伴
っ
て
現
わ
れ
て
レ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
比
べ
て
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
は

初
期
で
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
に
近
く
、
そ
れ
が
明
確
な
形
で
現
わ
れ
て
く
る
の
は
中
期
パ
リ
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
『
形

象
詩
集
』
の
一
九

O
一
年
作
の
詩
『
読
書
す
る
人
』

(
U
R
Uお
ロ
母
)
に
は
、
読
書
に
耽
る
詩
人
の
内
的
世
界
と
、
夜
の
戸
外
の
う

す
暗
く
な
り
始
め
た
現
実
の
世
界
と
が
窓
を
通
し
て
「
織
り
合
わ
さ
れ
L

窓
口
町
〈
句
者
向

Z
S、
混
じ
り
合
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
後

に
な
っ
て
|
|
た
と
え
ば
、
後
の
第
三
章
で
最
晩
年
の
「
窓
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
集
『
窓
』
の
詩
『
窓
よ
、

お

ぉ
、
お
ま
え
は
期
待
の
尺
度
:
:
:
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
|
|
別
な
世
界
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
現
実
の
世
界
と
が
出
会
う
場
と

な
る
、
窓
の
働
き
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
匹
芽
の
よ
う
な
も
の
が
わ
ず
か
に
感
じ
取
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
中
期
の
創
作
期
と
な
る
と
、

先
に
も
触
れ
た
ご
と
く
、
「
鏡
」
は
映
像
を
結
ぶ
鏡
面
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
内
部
に
現
実
の
世
界
と
は
別
の
内
的
空
間
を
も
内
包
す



る
こ
と
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
リ
ル
ケ
的
な
詩
的
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
幼
年
時
代
に
お
け
る
仮

装
遊
び
の
体
験
や
死
者
ク
リ
ス
テ
ィ

l
ネ
・
ブ
ラ

l
エ
の
肖
像
探
し
の
話
、
『
あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
』
、
さ
ら
に
『
新
詩
集
』

わ
れ
て
く
る
。

の
い
く
篇
か
の
詩
に
重
要
な
役
割
を
お
び
て
登
場
し
て
く
る
と
共
に
、
窓
も
そ
の
よ
う
な
鏡
と
化
す
る
窓
と
し
て
何
篇
か
の
詩
に
現

一
九

O
八
年
ま
た
は
そ
の
翌
年
作
の
詩
『
都
会
の
夏
の
夜
』

2
5仏
江
田
島
町
凶

O
B
E
2
5
n
Z
)
は
、
後
に
『
新
詩
集
』

の
別
巻
に
増
補
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

い
た
る
と
こ
ろ
夕
暮
は
、
底
の
ほ
う
に
灰
色
を
増
し
、

街
灯
の
ま
わ
り
に
な
ま
温
か
な
布
切
れ
と
な
っ
て

垂
れ
き
が
る
の
は
、
も
う
夜
だ
っ
た
。

だ
が
上
空
で
は
、
と
つ
ぜ
ん
臨
気
に

裏
家
の
虚
ろ
で
、
軽
や
か
な

防
火
壁
が
、

お
の
の
く
夜
空
へ
と

押
し
あ
げ
ら
れ
る
と
、

満
月
だ
っ
た
、
月
の
ほ
か
に
は
何
も
な
か
っ
た
。

や
が
て
町
の
上
で
は
、

L
た
わ

健
や
か
で
労
ら
れ
た

遥
か
な
空
が
す
る
す
る
と
拡
が
っ
て
ゆ
き
、

ト
ル
ケ

Z
3り
モ
チ
ー
フ
(
下
)
ヂ

ノ、

五



時
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)
一

ノ
六

片
側
ぜ
ん
ぶ
の
窓
が

白
じ
ろ
と
人
の
住
ま
な
い
と
こ
ろ
と
な
る
。

こ
の
詩
は
パ
リ
で
書
か
れ
た
。
そ
し
て
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
老
侍
従
ク
リ
ス
ト
ア
・
デ
ッ
ト
レ
ウ
の
死
の
話
の
す
ぐ
後
の
箇
所

に
も
、
月
夜
の
パ
リ
の
町
の
風
景
が
こ
の
詩
と
同
じ
よ
う
な
色
調
で
描
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
は
「
家
並
を
か
こ
む
防
火
壁
」

の
描
写
も
あ
り
、
ど
う
や
ら
こ
の
夏
の
夜
の
情
景
は
パ
リ
の
町
が
そ
の
原
像
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
第
一
節
で
は
、
夕
暮
か
ら
夜

に
な
っ
て
「
満
月
」

2
o
z
B
O
E
)
が
昇
り
始
め
る
と
、
そ
の
光
を
浴
び
て
浮
上
す
る
町
の
光
景
が
、
家
並
よ
り
も
一
段
と
高
い
「
防

火
壁
」

q
E
R
g
s
m『
)
の
姿
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
、
第
二
節
に
な
る
と
、
そ
の
町
の
頭
上
で
は
「
遥
か
な
空
」
宣
言
者
岳
町
)
が
満

月
の
光
を
遠
く
の
隅
々
に
ま
で
受
け
て
、
滑
る
よ
う
に
拡
が
っ
て
ゆ
き
、
最
後
に
目
を
町
並
に
ひ
き
戻
す
と
、
月
光
を
浴
び
た
「
片

側
ぜ
ん
ぶ
の
窓
」
が
白
く
輝
き
、
「
人
の
住
ま
な
い
」
と
こ
ろ
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
最
後
の
二
行
の
「
窓
が
白
じ
ろ
と
人
の
住
ま
な

レ
と
こ
ろ
と
な
る
」

2
R
M
1
m
gお
戸
:
¥
老
町
丘
町
ロ
毛
色
白
ロ
ロ
a
cロ
σ刊さ
O
F
ロ
こ
と
は
、
ど
う
い
う
状
態
で
あ
ろ
う
か
?

」
れ
は
、
表
面

的
に
解
釈
す
れ
ば
、
月
光
を
浴
び
た
窓
硝
子
が
光
を
反
射
し
て
白
く
輝
き
、
そ
こ
に
は
人
影
も
見
え
な
く
な
る
と
、
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
の
「
人
の
住
ま
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
他
の
情
景
を
描
写
す
る
言
葉
か
ら
懸
け
離
れ
た
異
質

な
も
の
を
感
じ
さ
せ
、
そ
こ
に
単
な
る
牧
歌
的
な
情
景
描
写
に
留
ま
ら
な
い
こ
の
詩
の
深
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
レ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
初
期
の
詩
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

『
新
詩
集
』
の
多
く
の
詩
に
は
、
表
面
的
な
解
釈
で
は
到
達
し
え
な
い
深
い
奥
行
が
内
包
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
詩
も
そ
の
通
り
で
、
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
の
解
釈
者
ヤ
l
コ
プ
・
シ
ご
タ
イ
ナ
ー
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
「
窓
が
白
じ
ろ
と
人
の
住
ま
な
い
と
こ
ろ
と
な
る
」
状
態
は
、
窓
が
鏡
に
な
っ
て
レ
る
と
レ
う
こ
と
で
あ
る
。
「
窓



が
白
く
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
窓
硝
子
、が
鏡
に
な
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
人
の
住
ま
な
い
」
と
は
.
と
う
レ

う
こ
の
な
の
か
?

こ
の
言
葉
は
、
対
象
を
鏡
面
に
映
す
と
い
う
「
鏡
」
本
来
の
特
性
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
、

事
実
ま
た
中
期
の
「
鏡
」
が
獲
得
し
た
超
越
的
な
深
い
意
味
合
」
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第
三
の
詩
は
、
後
期
の
詩
で
は
あ
る
が
、
「
鏡
」
の
本
質
を
明
快
に
歌
っ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

鏡
よ
、

お
ま
え
た
ち
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
を

よ
く
知
っ
て
書
き
留
め
た
も
の
は
ま
だ
い
な
い
。

め

お
ま
え
た
ち
、
飾
の
孔
ば
か
り
の
よ
う
な
も
の
で

充
た
さ
れ
て
い
る
時
と
時
と
の
境
の
空
間
よ
。

お
ま
え
た
ち
、

ま
だ
人
の
い
な
い
広
間
の
浪
費
者
よ
|
|
、

た
そ
が
れ
て
く
る
と
、
森
の
よ
う
に
奥
深
く

そ
し
て
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
が
十
六
本
の
枝
角
を
も
っ
鹿
の
よ
う
に

お
ま
え
た
ち
の
踏
み
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
空
聞
を
通
っ
て
ゆ
く
。

と
き
お
り
お
ま
え
た
ち
は
絵
で
い
っ
ぱ
レ
に
な
る
。

ト
ル
引
の
「
窓
μ
r
u
引
il

ナ

h
フ
(
下
寸

ノ、

七



リ
ル
ケ
の
「窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(下
)

ノ、
/i、

、、

い
く
に
ん
か
は
お
ま
え
た
ち
の
な
か
へ
と
入
っ
た
よ
う
だ
が
|
|

ほ
か
の
者
を
お
ま
え
た
ち
は
臆
し
て
素
通
り
さ
せ
る
。

(
第
一
節
か
ら
第
三
節
)

先
の
詩
で
鏡
の
世
界
が
「
人
の
住
ま
な
い
と
こ
ろ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
「
踏
み
入
る
こ
と
の
で
き
な

い
空
間
」

(
Cロ
e
a
g
H
σ
R
Z
S
と
言
わ
れ
、
鏡
は
、

ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
生
身
の
人
聞
が
住
ん
で
い
な
い

(
ま
た
、
住
む
こ
と
の
で
き

な
い
て
従
っ
て
踏
み
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
空
間
で
、
現
実
の
世
界
と
は
異
質
の
時
空
が
支
配
す
る
別
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を
表

め

わ
し
て
ト
る
。
そ
の
本
質
が
、
第

一
節
で
「
備
の
孔
ば
か
り
の
よ
う
な
も
の
で
/
充
た
さ
れ
て
い
る
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
と
呼

ば
れ
て
レ
る
。
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」

(
N
Z
R
Z
R
E
B何
色

白

N
g
)
と
は
、
現
実
の
世
界
の
「
流
れ
去
る
時
間
」
が
中
断
し
た

と
き
に
聞
か
れ
る
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時
聞
が
今
に
集
ま
っ
た
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」

(emap--芯
N
岳
)
の
支
配
す
る
空
間
の

(6
)
 

こ
と
で
、
別
な
言
葉
を
使
え
ば
、
散
文
『
体
験
』
で
描
か
れ
て
い
る
「
聞
か
れ
た
世
界
」

2
2
0帯
ロ
刊
)
と
も
言
え
よ
う
。
「
備
の
1
p

ば
か
り
の
よ
う
な
も
の
で
充
た
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、
簡
の
孔
は
何
も
な
い
透
明
な
空
所
で
、
何
か
を
ふ
る
い
分
け
選
別
す
る
通
路

で
あ
り
、
鏡
は
そ
の
よ
う
に
現
実
の
世
界
か
ら
鏡
の
内
部
に
あ
る
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
へ
と
選
別
し
通
過
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
鏡
は
、
対
象
を
選
別
す
る
と
共
に
、
そ
の
内
部
に
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
、

い
わ
ば
現
実
の
時
空
を
超
越
し
た
高
次

の
内
的
な
空
聞
を
宿
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、

リ
ル
ケ
の
鏡
は
対
象
を
映
す
鏡
面
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
内
部

に
別
の
内
部
空
間
を
宿
す
と
い
う
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
後
期
の
詩
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
中
期
の
詩
境
に
も
、
鏡
に
は
こ
の
よ
う
な
深
い
意
味
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
9

す
で
に
中
期
の
「
鏡
」
に
は
そ
の
よ
う
な
意
味
内
容
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
今
の
詩
ほ
ど
明
確
な
概
念
を
表
わ
す



言
葉
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
先
に
触
れ
た
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
幼
年
時
代
の
諸
体
験
や
『
あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
』
な

ど
か
ら
解
明
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
で
は
、
幼
年
時
代
に
エ
l
リ
ク
少
年
と
共
に
お
こ
な
っ
た
死
者
ク
リ
ス

(
7
) 

テ
ィ

l
ネ
・
ブ
ラ
l
エ
の
肖
像
探
し
の
体
験
が
回
想
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
鏡
」
の
特
性
と
い
う
も
の
が
そ
の
話
の
主
題
に

な
っ
て
レ
る
。

マ
ル
テ
は
夜
中
に
、

ク
リ
ス
テ
ィ
l
ネ
の
肖
像
の
こ
と
が
気
に
な
り
だ
し
、
蝋
燭
の
灯
を
手
に
し
て
画
廊
へ
探
し
に

ゆ
く
。
た
く
さ
ん
の
過
去
の
人
々
の
肖
像
画
や
人
物
画
の
な
か
に
は
、
彼
女
の
肖
像
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
と
き
、

な
ん
の
明
か
り
も
持
た
な
い
従
兄
弟
の
エ

1
リ
ク
少
年
と
ぶ
つ
か
っ
た
。

エ
l
リ
ク
も
ク
リ
ス
テ
ィ
!
ネ
と
い
っ
し
ょ
に
彼
女
の
肖

像
を
探
し
て
い
る
の
だ
、
「
彼
女
は
自
分
が
見
た
レ
の
だ
」
と
い
う
不
思
議
な
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
。

エ
l
リ
ク
は
、
彼
女
に
は
肖

像
が
な
い
の
で
、
「
彼
女
に
鏡
を
も
っ
て
き
た
」
が
、
「
彼
女
は
、
そ
こ
に
は
い
な
い
よ
」
窃
5
5
E
n
v
ζ
ー
ュ
ロ
)
と
こ
っ
そ
り
マ
ル
テ

の
耳
に
さ
さ
や
く
。
そ
う
し
た
言
葉
が
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
で
レ
る
マ
ル
テ
に
向
っ
て
、

エ
l
リ
ク
は
鏡
の
秘
密
を
こ
の
よ
う

に
打
ち
明
け
る
。

「
君
は
ば
か
だ
な
」
と
、

エ
1
リ
ク
は
怒
っ
た
よ
う
に
答
え
て
、
も
う
さ
さ
や
か
な
か
っ
た
。
ま
る
で
い
ち
ど
も
手
を
つ
け
た

こ
と
の
な
い
新
し
い
こ
と
を
し
始
め
る
か
の
よ
う
に
、
彼
の
声
は
一
変
し
て
い
た
。
彼
は
ま
せ
た
厳
し
い
口
調
で
、

口
授
す
る

よ
う
に
言
っ
た
、
「
ひ
と
は
そ
こ
に
定
ユ
ロ
)
い
る
の
な
ら
、
こ
こ
に
は
舎
お
る
い
な
い
よ
。
あ
る
レ
は
、
こ

こ
に
い
る
の
な
ら
、

(8
}
 

そ
こ
に
は
い
な
レ
よ
」
と
。

こ
の
場
面
の
解
釈
は
か
な
り
難
し
く
、
慎
重
さ
を
要
す
る
。
ど
う
も
こ
こ
の
描
写
は
、

リ
ル
ケ
の
中
期
の
詩
の
よ
う
に
重
層
の
構

引
引
の
瓦
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
山

ノ、

九



リ
ル
ケ
の
「窓
」
の
モ
チ
ー

フ
(
下
)

七。

造
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
今
そ
の
一
端
に
触
れ
た
不
思
議
な
会
話
や
、
暗
闘
で
あ
る
の
に
「
窓
」
と
い
う
言
葉
が
際
立
っ
て
使
用

さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
、
少
年
マ
ル
テ
が
い
く
つ
も
の
部
屋
を
通
り
抜
け
で
「
画
廊
」
主
ぽ

O
色
町
ユ
刊
)
に
入
つ

て
ゆ
く
最
初
の
描
写
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
。

ぼ
く
に
つ
い
て
レ
え
ば
、
こ
わ
い
な
ど
と
は
思
わ
な
か

っ
た
。
な
に
ひ
と
つ
考
え
ず
に
、
ぼ
く
は
歩
い
て
レ
た
。
た
け
の
高
い

一
扉
が
ぼ
く
の
前
と
ぼ
く
の
頭
上
で
、
戯
れ
る
よ
う
に
聞
い
て
い
っ
た
。
通
り
抜
け
で
い
っ
た
ど
の
部
屋
も
静
ま
り
か
え
っ
て
い

た
。
そ
し
て
と
う
と
う
、
ぼ
く
に
吹
き
よ
せ
て
き
た
深
み
の
気
配
で
、
画
廊
に
入
っ
た
の
だ
と
気
づ
い
た
。
ぼ
く
は
右
側
に
夜

を
た
た
え
た
窓
が
あ
る
の
を
感
じ
た
。
そ
し
て
左
側
に
は
肖
像
画
が
あ
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
ぼ
く
は
機
燭
の
明
か
り
を
で

(9
)
 

き
る
だ
け
高
く
か
か
げ
た
。
そ
の
と
お
り
、
そ
こ
に
は
肖
像
画
が
あ
っ
た
。

通
り
妓
け
て
ゆ
く
部
屋
部
屋
は
、
戯
れ
る
よ
う
に
自
然
に
聞
き
、
そ
の
後
も
静
ま
り
か
え
っ
た
ま
ま
で
、
画
廊
に
入
っ
た
と
た
ん

に
な
に
か
「
深
み
」
の
気
配
が
吹
き
寄
せ
て
来
る
。
こ
れ
は
ま
る
で
こ
の
世
で
は
な
い
別
な
世
界
、

い
わ
ば
死
者
の
国
へ
と
入
っ
て

行
く
よ
う
な
雰
囲
気
が
す
る
。
そ
し
て
そ
の
画
廊
に
は
、
左
側
に
過
去
の
人
々
の
肖
像
が
あ
り
、
そ
れ
と
向
い
合
っ
て
右
側
に
は
「
夜

を
た
た
え
た
窓
」
(
舎
内
明
冊
目
的
同
市
『
邑
ニ
2
Z
R宮
門
)
が
あ
る
。
す
で
に
前
稿
の
「
夜
の
空
間
と
窓
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

リ

ル
ケ
中
期
の
「
夜
」
は
流
れ
去
る
時
聞
に
さ
ら
さ
れ
た
現
実
の
空
間
と
は
別
の
、
高
次
の
時
聞
が
支
配
す
る
空
間
で
、
窓
は
そ
こ
に

通
じ
る
通
路
で
あ
る
。
画
廊
の
な
か
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
の
「
夜
を
た
た
え
た
窓
」
は
、
こ
の
画
廊
と
い
う
空
聞
が
現
実
の

空
間
と
は
別
の
高
次
の
空
間
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
し
て
く
る
と
、
先
の
亡
く
な
っ
た
ク
リ
ス
テ
ィ
l
ネ



も
エ
1

リ
ク
と
い
っ
し
ょ
に
、
彼
女
の
肖
像
を
探
し
に
来
て
い
る
と
い
う
な
ん
と
も
不
思
議
な
会
話
も
騎
に
落
ち
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、

エ
l
リ
ク
少
年
が
、

マ
ル
テ
の
蝋
燭
の
明
か
り
に
注
意
を
促
し
な
が
ら
(
「
明
か
り
に
用
心
し
た
ま
え
」
)
、
そ
の
後
ま
も
な

く
そ
の
蝋
燭
の
灯
を
吹
き
消
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
こ
の
空
間
は
個
の
も
つ
対
象
性
が
な
く
な
っ
た
世
界
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

マコ

ま
り
明
か
り
に
よ
っ
て
、
対
象
性
が
現
わ
れ
、
現
実
の
世
界
と
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
画
廊
」
は
現
実
の
空

聞
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
と
は
異
な
る
高
次
の
空
間
、

い
わ
ば
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
か
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
と
呼

ば
れ
る
空
間
と
い
う
、
二
重
の
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
鏡
の
空
間
構
造
と
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
鏡
の
秘
密
の
箇
所
に
戻
る
と
、
「
ひ
と
は
そ
こ
に
い
る
の
な
ら
、
こ
こ
に
は
い
な
い
よ
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
に
い
る
の
な

ら
、
そ
こ
に
は
い
な
い
よ
」
と
い
う
二
者
択
一
を
表
わ
す
エ
I
リ
ク
の
言
葉
で
あ
る
が
、
「
そ
こ
」
主
ユ
ロ
)
は
「
鏡
」
の
中
を
、
「
こ

」
」
(
}
己
四
円
)

は
鏡
の
外
の
二
少
年
が
い
る
所
、

つ
ま
り
画
廊
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
「
こ
こ
」

の
「
画
廊
」
な
る
空
間
が
、
二
重
構
造
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
が
複
雑
に
な
る
。
「
こ
こ
」
が
現
実
の
世
界
の
場
合
に
は
「
そ
こ
」

は
人
の
住
み
え
な
い
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
な
る
が
、
逆
に
「
こ
こ
」
が
「
聞
か
れ
た
世
界
」
の
場
合
に
は
、
「
そ
こ
」
は
現
実
の

い
わ
ば
現
実
の
世
界
の
象
徴
と
し
て
の
鏡
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
死
者
の
ク
リ
ス
テ
ィ

l
ネ
が
自

分
の
肖
像
を
探
し
に
画
廊
に
来
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
は
死
者
の
「
踏
み
入
る
こ
と
の
で
き
る
」
空
間
で
あ
っ
て
、
「
彼
女
に

鏡
を
も
っ
て
き
た
」
が
、
「
彼
女
は
、
そ
こ
に
は
い
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
る
の
も
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」
、
い
わ
ば
「
鏡
の
内
部
」
に

相
当
す
る
世
界
に
い
る
彼
女
の
姿
は
鏡
面
に
は
映
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
会
話
で
の
「
そ
こ
」
包
ユ
ロ
)
は
現
実
の
世
界
を
映
す
鏡

世
界
の
像
を
写
す
鏡
面
、

面
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
中
期
の
寸
鏡
し
は
わ
れ
わ
れ
人
聞
が
「
住
む
こ
と
の
で
き
な
い
」
空
間
で
あ
る
こ
と
を
示
す
詩
に
触
れ
て
お

「川

UUの「窓」!の一
f
F
r
フ
(
下
)

七
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き
た
い
。
先
の
『
都
会
の
夏
の
夜
』
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
書
か
れ
た
詩
『
香
り
』

3
2
0ロ
さ
で
あ
る
。
詩
人
は
ま
ず
「
香
り
」

に
、
「
お
ま
え
は
だ
れ
な
の
か
、
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
よ
」
と
そ
の
正
体
を
尋
ね
、
第
二
節
で
そ
の
正
体
を
次
の
よ
う
に

暗
示
す
る
。

あ
あ
、
鏡
の
な
か
に
音
楽
を
見
る
も
の
が
あ
れ
ば
、

お
ま
え
を
見
、

お
ま
え
の
名
を
知
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
「
鏡
」
の
な
か
に
「
音
楽
」
の
本
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
「
香
り
」
の
正
体
で
あ
る
と
い
う
暗
示
で
あ

(ロ
)

る
が
、
こ
の
「
音
楽
」
が
後
の
詩
『
音
楽
に
よ
せ
て
』
(
〉
回
全
局
玄
Z
包

ε
で
、
「
お
ま
え、

過
ぎ
ゆ
く
心
の
方
向
の
う
え
に
垂
直
に

立
つ
時
間
よ
」

(UZNOR-¥全
2
2
w『叩
n
E
丘
町
宮
由
民
向
田
町
門
担

n
z
Eロ伺
4
5
a
o
z
g色
貸
出

2
N
g・
)
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
さ
ら
に
「
お
ま

ぇ
、
ぼ
く
た
ち
か
ら
お
お
き
く
は
み
だ
し
た
心
の
空
間
」

(
U
g
g
m
g
g
R
Z
g
g
E
R
N
E
C
g
)
と
言
わ
れ
、
最
後
に
「
も
は
や
住

む
こ
と
が
で
き
な
レ
」

(Enzss円

σ向
者

O
Z
Z
G
と
結
ば
れ
る
と
き
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
現
実
の
時
空
を
超
越
し
た
「
時
と
時
と

の
境
の
空
間
」
に
等
し
い
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
後
者
の
詩
は
後
年
の
詩
で
あ
る
が
、
『
香
り
』
に
も
、
「
捉
え
る
こ
と
の
で
き

な
い
も
の
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
あ
る
よ
う
に
、
す
で
に
詩
人
は
、
「
鏡
」
、
「
音
楽
」
、
「
香
り
」

に
そ
う
し
た
超
越
的
な
内
面
世

界
を
見
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
中
期
に
お
け
る
「
鏡
」
の
意
味
内
容
を
究
明
す
る
作
業
で
多
く
の
紙
面
を
さ
レ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
最
初
の
『
都
会

の
夏
の
夜
』
に
一
戻
る
と
、
「
白
じ
ろ
と
人
の
住
ま
な
い
」
と
こ
ろ
と
な
っ
た
窓
は
、
超
越
的
な
意
味
内
容
を
も
っ
た
「
鏡
」
と
し
て



の
窓
で
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
窓
は
「
人
の
住
む
」
現
実
の
世
界
と
、
「
人
の
住
ま
な
い
」
聞
か
れ
た
世
界
と
が
出
会
う
場
所
と
な
る

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
さ
ら
に
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
が
見
ら
れ
る
詩
を
、
『
新
詩
集
』
の
な
か
か
ら
も
う
一
篇
検
討
し
て
お
こ
う
。

年
作
の
『
独
身
の
男
』
百
貨

E
a岡市
師
刊

-5
で
あ
る
。
ま
わ
り
一
面
夜
の
閣
に
お
お
わ
れ
た
書
斎
か
書
庫
ら
し
き
部
屋
で
、
独
身
の

一九

O
八

男
は
手
許
の
ラ
ン
プ
の
明
か
り
で
祖
先
の
見
捨
て
ら
れ
た
文
書
に
読
み
耽
り
、
そ
の
一
族
の
世
界
と
融
け
合
っ
て
い
た
。

頭
上
か
ら
は
夜
が
振
り
子
時
計
の
う
え
に
ふ
り
注
ぎ
、

そ
の
黄
金
の
粉
砕
機
か
ら
、
細
か
く
履
か
れ
て

ふ
る
え
な
が
ら
流
れ
で
る
の
は
、
彼
の
時
間
だ
っ
た
。

彼
は
そ
れ
を
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。
祖
先
た
ち
の
な
か
で
熱
中
し
な
が
ら
、

彼
ら
の
身
か
ら
経
維
子
を
ひ
き
剥
が
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、

彼
は
別
の
時
聞
を
ひ
き
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

つ
い
に
彼
は
嚇
き
は
じ
め
た
。
(
彼
に
は
遠
い
も
の
な
ど
あ
っ
た
ろ
う
か
?
)

彼
は
こ
の
手
紙
の
書
き
手
の
ひ
と
り
を
ほ
め
称
え
た

そ
れ
が
、
「
お
ま
え
も
知
っ
て
い
る
私
だ
が
」
と
彼
に
宛
て
た
手
紙
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。

そ
し
て
陽
気
に
椅
子
の
肘
掛
を
た
た
レ
た
。

リ
ル
ケ
の
「窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

七
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ル
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四

だ
が
、
限
り
な
い
内
部
を
た
た
え
た
鏡
が
、

そ
っ
と
カ
ー
テ
ン
を
脱
ぎ
す
て
る
と
、
窓
だ
っ
た
ー
ー
ー

そ
こ
に
は
、

ほ
と
ん
ど
完
成
し
た
姿
で
、
亡
霊
が
た
つ
て
レ
た
か
ら
だ
っ
た
。

(
第
二
節
後
半
か
ら
最
終
節
)

こ
の
詩
は
時
間
の
問
題
を
中
心
に
す
え
た
詩
で
あ
る
。
第
二
節
で
は
、
自
然
本
来
の
大
き
な
時
間
が
、
時
計
と
い
う
時
間
の
粉
砕

機
に
細
か
く
握
れ
、
時
・
分
・
秒
と
細
分
化
さ
れ
て
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
現
実
の
時
聞
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
三
節
で
は
彼

は
そ
う
し
た
現
実
の
時
聞
を
受
け
取
ら
ず
に
、
そ
れ
と
は
「
別
の
時
間
」
(
自
号

B
N
a
g
s
を
ひ
き
寄
せ
よ
う
と
熱
中
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
時
聞
は
、
祖
先
と
い
う
過
去
の
人
々
と
交
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
り
、
文
書
を
「
読
む
」
と
い
う
こ
と

に
よ
る
追
憶
を
通
し
て
過
去
を
現
在
に
ひ
き
寄
せ
、
現
在
に
あ
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
今
の
時
点
に
現
在
も
過
去
も
同
時

に
存
在
す
る
時
間
、

い
わ
ば
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
、
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
時
間
の
成
就
へ

の
奮
闘
も
達
成
さ
れ
た
か
に
思
え
る
。
「
彼
に
は
遠
い
も
の
な
ど
あ
っ
た
ろ
う
か
?
」
|
|
彼
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
こ
の
時
間
の

な
か
で
自
己
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
レ
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
、
「
椅
子
の
肘
掛
を
た
た
い
た
」
の
で
あ

る
。
こ
の
「
た
た
く
」
の
原
語
は

E
0
1
2
で
、
ド
ア
ー
を
ノ
ッ
ク
す
る
よ
う
な
た
た
き
方
で
あ
る
か
ら
、
何
か
の
合
図
、
何
ら
か

の
反
応
を
見
ょ
う
と
す
る
合
図
の
よ
う
な
感
が
す
る
。
果
た
せ
る
か
な
、

ま
る
で
部
屋
の
一
扉
一
が
開
く
よ
う
に
、
「
限
り
な
い
内
部
を

た
た
え
た
鏡
」

(URω
立
刊
明
冊
目

:
-
Eロ
g
ロロ
σ
a
BロN
お
る
が
「
カ
ー
テ
ン
を
脱
ぎ
す
て
」
、
あ
ら
わ
な
「
窓
」
と
化
す
の
で
あ
る
。
こ

の
鏡
は
、
そ
の
内
奥
に
「
限
り
な
い
内
部
」
を
お
さ
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
心
(
魂
)

の
内
部
空
聞
を
表
わ
す
メ
タ
フ

7
1
で



あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
カ
ー
テ
ン
」
は
純
粋
な
観
照
(
さ
ら
に
は
関
連
)

の
妨
げ
と
な
る
、
自
我
に
か
か
わ
る
あ

ら
ゆ
る
意
識
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
鏡
は
「
カ
ー
テ

ン
」
と
い
う
鏡
面
に
像
を
結
ば
せ
る
幕
を
取
り
は
ず
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
部
へ
通
じ
る
透
明
な
「
窓
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
『
新
詩
集
』
の
詩
『
恋
す
る
女
』
で
み

(
は
)

た
、
「
愛
の
女
性
」

2
w
E
S
g
a
S
の
聞
か
れ
た
内
部
空
間
に
通
じ
る
窓
と
同
じ
よ
う
な
意
味
内
容
を
担
っ
た
窓
で
あ
る
。
「
そ
こ

に
は
」

2
0同
同
町
田
)

と
は
、
窓
の
向
う
側
の
こ
と
で
、
「
聞
か
れ
た
世
界
」
と
し
て
の
内
部
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
死
者
も

い
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
と
レ
う
主
題
に
戻
る
と
、
こ
の
詩
の
よ
う
に
鏡
が
心
の
内
部
空
間
と
解
さ
れ
る
場
合
に
は
、

自
我
意
識
と
い
う
「
カ
ー
テ
ン
」
の
着
脱
に
よ
っ
て
、
鏡
と
化
し
た
り
、
窓
と
化
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
鏡
は
二
重

構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
鏡
を
見
る
人
の
側
か
ら
言
え
ば
、

マ
ル
テ
の
仮
装
遊
び
の
体
験
や
、
『
あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
』

に
お
け
る
た
だ
の
生
活
者
に
堕
し
て
し
ま
っ
た
芸
術
家
の
よ
う
に
、
自
我
意
識
を
も
っ
て
そ
の
前
に
立
て
ば
「
映
し
返
さ
れ
る
」

し
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
鏡
の
内
部
世
界
へ
参
入
で
き
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
つ
ま
り
鏡
が
対
象
を
内
部
に
受
け
入
れ
る

と
き
に
は
、
鏡
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
窓
と
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
鏡
に
は
本
来
的
に
窓
の
特
質
が
す

で
に
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
期
の
作
品
で
は
、

(
日
山
)

が
歌
わ
れ
て
レ
る
。
こ
こ
で
は
、

マ
ド
レ

l
ヌ
・
ブ
ロ
イ
に
棒
げ
る
詩
群

(
I
l
u
)
の
な
か
の
第
二
の
詩
に
も
「
鏡
と
化
し
た
窓
」

た
と
え
ば
愛
の
女
性
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
存
在
に
「
あ
な
た
」
と
呼
び
か
け
、
そ
の
存
在
を
「
窓

を
も
っ
家
」
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
l
で
描
い
て
い
る
が
、

そ
の
「
窓
」
に
は
昼
は
、
彼
方
ま
で
広
が
る
「
と
て
も
多
く
の
空
」

(
8

〈
伺
口
出

-
B
B冊
目
)
が
映
り
、
夜
に
な
る
と
、
「
大
い
な
る
星
々
」
(
加

5
3
m
g
R
5
)
が
「
映
し
だ
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
す
で

一リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
l

七
五



り
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

七
六

に
「
恋
人
と
窓
」
の
稿
で
見
た
と
お
り
、
窓
が
愛
の
女
性
の
内
部
空
間
に
通
じ
る
通
路
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
窓
が
鏡
と
化
し
、
そ
う

し
た
存
在
の
広
大
な
内
部
空
間
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
後
期
に
お
け
る
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
の
姿
に
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。
ま
ず
、
最
初
に
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い

の
は
後
期
の
初
頭
に
位
置
す
る
詩
『
月
夜
』
(
冨

S
E
R
g
で
あ
る
が
、
こ
の
窓
も
「
星
ぼ
し
に
あ
ふ
れ
で
感
受
し
な
が
ら
」

(
2
2・

忠
伺
巴
白
色

E
E
g
e
と
あ
る
よ
う
に
先
の
マ
ド
レ

l
ヌ
・
ブ
ロ
イ
に
捧
げ
る
献
呈
詩
と
同
じ
く
、
夜
の
星
を
映
す
窓
で
あ
る
と
共
に
、

鏡
と
化
し
た
窓
は
心
の
内
部
空
間
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
詩
に
つ
レ
て
は
「
夜
の
空
間
と
窓
」
の
稿

(げ
)

で
詳
し
く
述
べ
た
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
次
に
は
、
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
と
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
誕
生
の
直
前
に
位
置
す
る
詩
集
『
C
-
W
伯

爵
の
遺
稿
よ
り
』
(
第
一
部
一
九
二

O
年
十
一
月
作
、
第
二
部
翌
年
三
|
四
月
作
)
の
、
第
二
部
最
後
の
詩
『
と
き
と
し
て
苗
床
を

お
お
う
硝
子
屋
根
に
:
・
』
(
。

p
g
a
m
g
g
a
E
n宮
内
庁
円
高

aonEg回
向

am--・
)
に
登
場
す
る
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

と
き
と
し
て
苗
床
を
お
お
う
硝
子
屋
根
に

も
う
一
つ
の
空
間
が
映
像
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。

」
の
地
上
の
ぼ
く
た
ち
へ
と
吹
レ
て
き
た
あ
の
空
間
と
は
別
の
、



ぼ
く
た
ち
に
は
授
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
た
え
ず

追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
聞
が
。

ぼ
く
た
ち
の
授
か

っ
た
も
の
は
、
な
ん
と
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
!

だ
れ
が
オ
レ
ン
ジ
の
中
味
を
言
い
え
よ
う
か
。

だ
れ
が
あ
の
光
の
も
と
で
宝
石
を
読
み
と
ろ
う
か
。

音
楽
よ
、
音
楽
よ
、
う
ち
明
け
る
が
よ
い
、

お
ま
え
は
あ
れ
を

い
ま
だ
聞
か
ぬ
婚
礼
の
賛
歌
を
成
就
で
き
よ
う
か
?

あ
あ
、

お
ま
え
も
つ
い
に
、

た
だ
ほ
め
称
え
る
こ
と
を
知
る
、

栄
冠
を
戴
く
空
気
よ
、
ぼ
く
た
ち
に
美
し
く
も
拒
絶
す
る
も
の
を
。

こ
の
詩
の
苗
床
を
お
お
う
温
室
の
硝
子
屋
根
は
、
窓
で
は
な
い
が
、
内
部
と
外
部
の
空
間
を
透
明
な
硝
子
板
で
仕
切
る
働
き
を
し

て
い
る
と
共
に
、
窓
枠
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
最
晩
年
の
詩
集
『
窓
』
の
詩
と
は
異
な
り
、
窓
枠
が
な
く
と
も
ま
っ
た
く
さ
し
っ
か

え
が
な
い
の
で
二

種
の
窓
と
し
て
取
り
扱
っ
て
よ
か
ろ
う
。
温
室
の
硝
子
屋
根
が
あ
る
角
度
に
傾
け
ら
れ
る
と
、
硝
子
屋
根
が
「
鏡
」

と
な
り
、
そ
の
内
側
に
、

わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
空
間
と
は
別
の
空
聞
が
「
映
像
」
窃
立

aazロ
伺
)
と
な
っ
て
映
し
出
さ
れ
る
。

「
こ
の
地
上
の
.
ほ
く
た
ち
へ
と
吹
レ
て
き
た
あ
の
空
間
」

cgop
号『

Z
E
E
R
g
a
a
g巧
拘
宮
市
)
と
は
、
動
調
の
過
去
形
が
示
す

り
ル
ケ
の
「
窓
L

の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

七
七



リ
ル

ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)
一

七
八

よ
う
に
、
吹
き
寄
せ
て
き
て
は
過
去
へ
と
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
時
間
の
空
間
で
、
「
流
れ
去
る
時
間
」
が
支
配
す
る
現
実
の
空
間
で
あ

る
。
こ
の
現
実
の
空
間
と
は
別
の
空
間
で
あ
る
「
も
う
一
つ
の
空
間
」
守

5
8舎
R
m
g
g
)
が
、
鏡
と
な

っ
た
ガ
ラ
ス
屋
根
に
映

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
も
う
一
つ
の
空
間
」
と
は
ど
ん
な
空
間
だ
ろ
う
か
?

そ
れ
は
、
「
ぼ
く
た
ち
に
は
授
け
ら

れ
な
い
ま
ま
、

た
え
ず
/
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
」
(
第
一
節
終
行
|
第
二
節
初
行
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
「
鏡
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
内
部
空
間
で
あ
る
。
「
未
来
の
空
間
」
(
刊

E
Eロ
宣
明
向

{mgB})
と
は
、
温

室
内
に
は
、
花
や
木
の
若
い
苗
の
こ
れ
か
ら
大
き
く
生
育
し
よ
う
と
す
る
未
来

へ
の
力
が
蓄
え
ら
れ
て
レ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を

と
り
ま
く
温
室
の
空
間
は
、
現
在
に
あ
り
な
が
ら
同
時
に
未
来
へ
の
空
聞
を
も
共
に
含
ん
で
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
未
来
の

空
間
が
「
た
え
ず
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
」
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
過
去
へ
と
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
、
「
追
憶
」
宙
江
口
国
内
『
ロ
ロ
伺
)

に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
過
去
の
体
験
が
つ
ね
に
現
在
に
生
き
つ
づ
け
、
未
来

の
な
か
で
も
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
た
え
ず
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
」
は
、
現
在
に

お
い
て
未
来
も
過
去
も
、
す
べ
て
の
時
聞
が

一
つ
に
集
ま
っ
て
い
る
空
間
で
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
空
間
、

つ
ま
り
先
の
『
オ

ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第
三
の
詩
に
呼
ば
れ
て
い
た
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
た

が
っ
て
こ
の
よ
う
な
空
聞
は
、
こ
の
地
上
に
住
む
ゴ
ぼ
く
た
ち
に
は
授
け
ら
れ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
生
活
空
聞
を
超
越
で

き
る
芸
術
家
で
す
ら
、
そ
こ
へ
の
参
入
は
ほ
ん
の
「
と
き
お
り
」
、
ご
く
恵
ま
れ
た
瞬
間
に
し
か
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

詩
人
は
第
二
節
で
、
わ
れ
わ
れ
の
住
む
限
ら
れ
た
世
界
を
具
体
的
な
も
の
で
例
証
し
、
第
三
節
で
「
鏡
」
と
同
じ
内
部
空
聞
を
体

現
す
る
「
音
楽
」
を
呼
び
出
し
て
、
こ
の
「
音
楽
」
に
よ
っ
て
「
い
ま
だ
聞
か
ぬ
婚
礼
の
賛
歌
を
成
就
で
き
よ
う
か
?
」
と
、
現
実

の
空
間
と
そ
の
内
部
空
間
と
を
一
つ
に
結
合
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
後
の
二
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
音
楽
」
は



お
の
れ
の
領
域
の
み
を
ほ
め
称
え
る
だ
け
で
、
詩
人
は
つ
い
に
こ
の
願
望
を
断
念
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
断
念
が
、
実
は
詩
人

リ
ル
ケ
に
新
し
い
詩
境
を
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
り
、
翌
年
生
ま
れ
る
完
成
時
の
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
(
第
五
|
第
十
)

に
は
、
そ

れ
ま
で
の
『
悲
歌
』
(
第
一

i
第
四
)
と
は
異
な
る
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
新
し
い
響
き
が
現
わ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
と
い
う
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
詩
は
初
め
て
、
鏡
の
内
部
空
間
と
い

う
も
の
の
構
造
を
今
ま
で
の
詩
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
き
わ
め
て
具
体
的
な
内
容
に
よ
っ
て
呈
示
し
て
レ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
れ
で
は
最
後
に
、
最
晩
年
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
詩
集
『
窓
』
か
ら
、
「
窓
」
が
「
鏡
」
と
化
し
た
瞬
間
を
歌
っ
た
詩
を
取
り
上
げ

一
九
二
四
年
七
月
リ
ル
ケ
の
ラ
ガ
ツ
滞
在
中
に
生
ま
れ
た
当
詩
集
第
四
の
詩
『
窓
よ
、
お
お
、
お
ま
え
は
期
待
の
尺
度
:
:
:
』

(
初
)

q
g
g
B
L
o
-
-
O
B
g
z
B
q巴同
EF--)
で
あ
る
。

h

-

、。

φ
h
h
L
V
 

窓
よ
、

お
お
、

お
ま
え
は
期
待
の
尺
度
、

ひ
と
つ
の
生
が
も
う
ひ
と
つ
の
生
へ
と

み
ず
か
ら
を
注
ぎ
込
ん
で
待
ち
焦
、
が
れ
る
と
き

お
ま
え
は
い
く
度
も
そ
れ
で
満
た
さ
れ
る
。

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

七
九



リ
ル
ケ
の
「窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

/¥ 。

ひ
き
離
し
て
は
ひ
き
寄
せ
る
お
ま
え
、

海
の
よ
う
に
変
わ
り
ゃ
す
く
|
1
1

ふ
と
、
鏡
に
な
る
と
、
そ
こ
に
私
た
ち
の
玖
艇
が
映
る
、

向
う
に
見
え
る
も
の
と
混
ざ
り
合
っ
て
。

運
命
が
現
わ
れ
る
と

危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
自
由
の
見
本
、

捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
部
の
大
き
な
過
剰
を

私
た
ち
の
あ
い
だ
で
均
等
化
す
る
。

す
で
に
拙
稿
(
上
)
の
「
序
」
で
、
こ
の
詩
集
『
窓
』
の
構
想
が
生
ま
れ
始
め
た
頃
の
リ
ル
ケ
の
手
紙
で
、
窓
の
働
き
や
本
質
に

つ
レ
て
述
べ
た
一
節
を
引
用
し
た
が
、
今
そ
れ
を
再
度
引
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
二

O
年
八
月
二
十
七
日
付
ヴ
ン

ダ

l
リ
l

H
フ
ォ
ル
カ
ル
ト
夫
人
宛
の
手
紙
で
あ
る
。
「
も
し
誰
か
が
い
つ
か
窓
の
歴
史
を
書
い
て
く
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
|
|

わ
れ
わ
れ
の
家
庭
的
な
存
在
を
囲
う
こ
の
み
ご
と
な
窓
枠
を
、

お
そ
ら
く
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
本
来
の
計
量
器
を
、

ひ
と
つ
の
窓

を
完
全
に
、

ひ
と
つ
の
レ
ろ
ん
な
も
の
を
浪
み
取
っ
て
一
杯
に
な
っ
た
窓
を
く
り
返
し
く
り
返
し
書
い
て
く
れ
た
ら
、
も
は
や
わ
れ

わ
れ
の
手
許
に
は
世
界
が
な
く
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
つ
ど
出
会
う
窓
の
形
は
、
な
ん
と
わ
れ
わ
れ
の
心
情
の
性

格
を
決
定
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
!

囚
人
の
窓
、
宮
般
の
聞
き
窓
、
船
の
ハ
ッ
チ
、
屋
根
裏
部
屋
の
張
出
し
窓
、
大
聖
堂
の
バ
ラ
窓



|
|
、
そ
れ
ら
は
同
じ
く
ら
い
わ
れ
わ
れ
の
本
性
の
希
望
や
、
眺
望
や
、
高
揚
や
、
未
来
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
?

わ
れ
わ
れ
の

広
大
さ
と
の
付
き
合
い
は
、
も
と
も
と
窓
の
仲
介
に
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
窓
の
外
で
は
広
大
さ
も
強
力
で
強
大
で
し
か
な
く
、

影
響
力
が
ど
ん
な
に
巨
大
で
あ
っ
て
も
わ
れ
わ
れ
と
は
関
係
が
な
い
の
で
す
|
|
。
し
か
し
窓
は
、

わ
れ
わ
れ
を
ひ
と
つ
の
関
連
の

な
か
に
入
れ
て
く
れ
ま
す
。
窓
は
、
空
間
で
あ
る
瞬
間
そ
の
も
の
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
占
め
て
い
る
あ
の
未
来
の
部
分
を
わ
れ
わ
れ

(
幻
)

の
た
め
に
計
っ
て
く
れ
る
の
で
す
」
。
こ
の
手
紙
は
、
今
取
り
上
げ
て
い
る
窓
の
詩
の
多
く
の
部
分
を
説
明
し
て
く
れ
て
レ
る
と
言

え
よ
う
。
詩
で
は
、
窓
が
「
期
待
の
尺
度
」

(
g
g
z
B
a
d同

g
g
と
呼
ば
れ
、
「
ひ
と
つ
の
生
が
も
う
ひ
と
つ
の
生
へ
と
/
み
ず
か

ら
を
注
ぎ
込
ん
で
待
ち
焦
が
れ
る
と
き
/
お
ま
え
は
そ
れ
[
期
待
]
で
満
た
さ
れ
る
」
と
歌
わ
れ
る
と
き
、
二
つ
の
「
生
」
が
出
会

う
場
所
は
明
ら
か
に
「
窓
」
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
今
の
手
紙
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
窓
」
は
純
粋
な
関
連
を
可
能
に
し
て
く
れ
る

仲
介
者
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
き
、
「
ひ
と
つ
の
生
」
吉
宮
丘
町
)
と
は
「
窓
」
の
外
部
(
前
)

に
立
つ
「
生
」
で
あ

り
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
生
」

(
5
0
2可
2
、
互
と
は
「
窓
」
の
内
部
に
存
在
す
る
「
生
」
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
の
「
窓
」
は
、
す
で
に

内
部
空
聞
を
内
包
す
る
「
鏡
」
と
化
し
た
窓
と
言
え
る
。
そ
の
一
方
、

い
ま
引
用
し
た
手
紙
で
、
「
窓
」
が
「
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の

本
来
の
計
量
器
(
尺
度
)
」
(
在
ロ
包
伺

gHEn-5zsg
と
言
わ
れ
、
最
後
に
「
空
間
で
あ
る
瞬
間
そ
の
も
の
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が

占
め
て
レ
る
あ
の
未
来
の
部
分
を
わ
れ
わ
れ
の
た
め
に
計
っ
て
く
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
と
き
、
「
空
間
で
あ
る
瞬
間
そ
の
も
の
」

(
て
吉
田

S
E
'
B
m
B
n
n
H
Z
6
2
-
6
3
n
S
と
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
「
計
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
別
し
通
過
さ
せ
る
「
窓
H
鏡
」
の
内

部
空
間
な
の
で
あ
る
。
こ
の
空
間
は
、
す
で
に
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
第
三
の
詩
の
解
釈
で
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
現
実
の
時
聞
が
中
断
し
た
瞬
間
に
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
聞
か
れ
る
「
時
と
時
と
の
境
の
空
間
」
で
、
高
次
の
時

間
的
・
空
間
的
な
特
質
を
も
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
の
手
紙
で
も
「
未
来
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
用
い
ら
れ
、
「
未
来
」
と

リ
ル
ケ
り
「
窓
」
d
t
E
U
Uフ
(
下
)

J¥ 
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い
う
時
間
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
こ
の
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
は
、
先
の
『
と
き
と
し
て
苗
床
を
お
お
う
硝
子
屋
根

に
:
:
』
の
詩
で
も
「
追
憶
へ
と
身
を
ゆ
だ
ね
る
未
来
の
空
間
」
と
呼
ば
れ
て
レ
た
よ
う
に
、
重
点
が
「
未
来
」
に
お
か
れ
て
い
る

わ
け
で
、
実
は
自
然
の
事
物
や
芸
術
の
生
成
、
創
造
に
か
か
わ
る
創
造
的
な
時
間
な
の
で
あ
る
。

一
九
一
二
年
作
の
詩
『
真
珠
玉
が

こ
ぼ
れ
散
る
J
E
-
-
』
百
四
ユ

g
g可
。

-zp
:)
で
も
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
が
創
造
に
か
か
わ
る
時
間
と
し
て
歌
わ
れ
、
そ
の
時
間

の
中
に
住
む
「
恋
人
」
を
「
待
ち
焦
が
れ
る
」
と
い
う
テ
1
7
の
な
か
で
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
を
「
未
来
の
充
溢
」
(
全
何
回
Uz--内

号
H

N
呉
ロ
ロ
き
と
呼
び
、
未
来
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
「
期
待
」
と
は
未
来
の
到
来
へ
の
待
望
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
「
期

待
の
尺
度
」
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が
未
来
に
意
味
を
も
っ
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
の
内
部
空
間
に
ど
れ
ほ
ど
参
入
で
き
る
の
か
、

と
い
う
そ
の
度
合
い
を
計
る
「
尺
度
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
を
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
み
る
と
、
け
っ
き
ょ
く
今
の
手
紙
で
言

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
真
実
性
を
計
る
「
本
来
の
尺
度
」
と
も
一
一
一
白
え
よ
う
。

今
述
べ
た
よ
う
な
外
部
の
世
界
と
内
部
の
世
界
と
の
か
か
わ
り
方
が
、
具
体
的
な
像
と
し
て
可
視
的
に
な
っ
た
瞬
間
が
第
二
節
の

後
半
ニ
行
で
あ
る
。
す
で
に
鏡
で
も
あ
る
こ
の
窓
は
、
「
海
の
よ
う
に
変
わ
り
ゃ
す
く
」
、
窓
に
な
っ
た
り
鏡
に
な
っ
た
り
自
在
に
変

化
す
る
。
こ
こ
の
「
窓
」
は
鏡
と
窓
の
両
特
性
が
同
時
に
発
揮
さ
れ
、
窓
と
鏡
の
一
体
化
が
示
さ
れ
る
。
「
窓
」
は
、
鏡
に
よ
っ
て

私
た
ち
の
検
艇
を
映
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
透
明
性
に
よ
っ
て
外
界
の
事
物
を
窓
の
空
間
へ
と
迎
え
入
れ
、
両
者
は
そ
こ
で
混
ざ

り
あ
う
。
詩
の
最
後
二
行
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
最
晩
年
の
詩
集
『
窓
』
で
は
、
窓
が
卦
枠
に
よ
っ
て
広
大
な
外
界
(
「
大

き
な
過
剰
」
)
を
一
つ
の
見
渡
せ
る
形
に
枠
固
い
し
、
そ
れ
を
他
か
ら
孤
立
し
た
一
つ
の
形
象
、
さ
ら
に
は
純
粋
な
形
姿
へ
と
高
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
主
体
的
な
窓
の
空
聞
は
現
実
の
流
れ
去
る
時
聞
か
ら
超
越
し
た
一
種
の
内
部
空

間
そ
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
詩
で
窓
の
内
部
空
間
と
鏡
の
内
部
空
間
と
が
一
つ
に
重
な
り
合



ぃ
、
そ
の
空
間
の
な
か
で
永
遠
化
さ
れ
た
外
界
の
存
在
と
わ
れ
わ
れ
の
存
在
と
が
「
混
ざ
り
合
い
」
、
純
粋
な
関
連
を
結
び
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
存
在
も
現
実
の
流
れ
去
る
時
聞
を
脱
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
間
は
、
す

(M) 

で
に
「
恋
人
と
窓
」
と
の
関
係
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
詩
的
創
造
に
た
ず
さ
わ
る
詩
人
自
身
の
内
部
空
間
で
あ
り
、
ま
た
、

詩
そ
の
も
の
の
空
間
、
さ
ら
に
は
芸
術
作
品
そ
の
も
の
の
空
間
で
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
の
象
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ち
な
み
に
、

ベ

l
ダ
・
ア
レ
マ
ン
も
両
者
が
一
つ
に
混
じ
り
合
っ
た
こ
の
空
聞
を
「
世
界
と
自
己
と
が
浸
透
し
合
う
空
間
の
、
意
味
深
い
メ
タ

(
お
)

フ
ァ

l
」
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

す
が
た

な
お
、
こ
の
詩
の
解
釈
で
一
言
申
し
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
鏡
に
映
る
「
私
た
ち
の
形
姿
」
宮
2
5
2
5伺
)

(
お
)

自
我
意
識
を
も
っ
て
立
っ
た
場
合
に
「
映
し
返
さ
れ
る
」
中
期
の
映
像
で
は
な
く
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
に
あ
っ
て
象
徴
の
形
姿

t主

(
司
-
開
口
同
)

に
ま
で
高
め
ら
れ
た
純
粋
な
「
形
姿
」
と
し
て
の
姿
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
さ
り
げ
な
く
暗
示
し
て
い
る
の

が
第
二
節
三
行
自
の
「
ふ
と
」
(
回

O
E包
ロ
)
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ
う
。
「
ふ
と
」
と
い
う
突
然
性
は
、
人
の
予
見
、
恋
意
、
欲
望
と
い

っ
た
あ
ら
ゆ
る
意
識
が
入
り
込
む
隙
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

星
座
と
し
て
の
窓

星
々
を
映
す
「
窓
」
の
姿
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
た
と
お
り
す
で
に
リ
ル
ケ
中
期
の
「
マ
ド
レ

l
ヌ
・
ブ
ロ
イ
に
捧
げ
る
献
呈
詩

(
E
)
」

ゃ
、
後
期
初
頭
の
詩
『
月
夜
』
な
と
に
も
見
ら
れ
た
が
、
「
窓
」
そ
の
も
の
が
日
常
の
空
聞
か
ら
昇
華
さ
れ
、
純
粋
な
形
象
、

さ
ら

に
は
形
姿
へ
と
高
め
ら
れ
て
、
永
遠
の
存
在
の
象
徴
と
し
て
夜
空
に
す
え
ら
れ
る
の
は
、
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
の
誕
生
を
ま
っ
て

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

A 
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か
ら
で
あ
る
。
『
第
十
の
悲
歌
』
で
あ
る
。
「
年
長
の
嘆
き
」
が
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
を
前
景
に
し
な
が
ら
「
悩
み
の
国
」
の
空
に
ひ
ろ
が

る
「
星
座
」
を
指
し
て
、
「
若
い
死
者
」
に
そ
の
数
々
の
名
を
告
げ
る
(
第
七
節
)
。

/¥. 
四

そ
し
て
そ
の
上
の
ほ
う
に
は
、
星
ぼ
し
が
。
新
し
い
星
た
ち
。
悩
み
の
国
の
星
た
ち
が
。

ゆ
っ
く
り
と
「
嘆
き
」
は
そ
れ
ら
を
名
ざ
す
、
|
|
ほ
ら
こ
ち
ら
に
、

あ
れ
を
ご
ら
ん
、
「
騎
手
」
、
「
杖
」
、
そ
し
て
も
っ
と
満
ち
あ
ふ
れ
る
星
座
を

彼
ら
は
名
ざ
す
、
あ
れ
は
「
果
実
の
花
輪
」
。
そ
れ
か
ら
も
っ
と
遠
く
、
極
寄
り
に
、

「
揺
り
龍
」
、
「
道
」
、
「
燃
え
る
本
」
、
「
人
形
」
、
「
窓
」
。

け
れ
ど
南
の
空
に
は
、
祝
福
さ
れ
た
手
の
ひ
ら
の

内
側
の
よ
う
に
清
ら
か
に
、
明
る
く
輝
い
て
い
る
「
M
座」、

そ
れ
は
母
た
ち
を
意
味
し
て
い
ま
す
:
ー
ー

こ
れ
ら
は
こ
の
地
上
に
は
な
い
「
新
し
い
星
た
ち
」
、
新
し
い
星
座
で
あ
る
。
す
で
に
前
々
稿
(
上
)

の
「
序
」
で
見
た
よ
う
に
、

『
第
九
の
悲
歌
』
で
「
窓
」
は
、
「
形
象
」
を
も
っ
た
事
物
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
担
っ
た
真
の
存
在
と
し
て
、
「
家
」
、

「
橋
」
、
「
噴
水
」
、
「
門
」
、
「
壷
」
、
「
果
樹
」
、
も
し
く
は
「
円
柱
」
、
「
塔
」
な
ど
と
共
に
呼
び
出
さ
れ
て
い
た
が
、
今
度
は
ま
た
別

の
、
真
の
存
在
と
し
て
純
粋
な
形
象
、
形
姿
へ
と
昇
華
し
え
た
も
の
た
ち
(
「
騎
手
」
、
「
杖
」
、
「
果
実
の
花
輪
」
、
「
揺
り
龍
」
、
「
道
」
、

「
燃
え
る
本
」
、
「
人
形
」
、
母
た
ち
の
「
M
座
」
)
と
共
に
「
悩
み
の
国
」
の
字
宙
空
間
に
掲
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
唯
一

「
窓
」
だ



け
が
ど
ち
ら
に
も
登
場
し
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
は
い
か
に
重
要
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
か
が
う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、

リ
ノレ

ケ
の
没
す
る
一
九
二
六
年
に
書
か
れ
た
最
晩
年
の
詩
『
と
お
の
昔
に
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む
世
界
か
ら
去
っ
て
:
:
:
』
争
雷
同

F

(
m出
)

〈

O
ロ
ロ
ロ
担
当

o
z
g号
ロ
同

op--)
で
は
、
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。

と
お
の
菅
に
、

わ
た
し
た
ち
の
住
む
世
界
か
ら
去
っ
て
、
星
ぼ
し
の
あ
い
だ
に

移
さ
れ
た
窓
、

い
ま
は
祝
福
し
つ
つ
重
き
を
な
し
て
い
る
。

お
ま
え
、
竪
琴
と
白
鳥
に
つ
づ
い
て
、
生
き
の
び
て
ゆ
く
最
後
の

お
も
む
ろ
に
神
化
さ
れ
た
形
象
よ
。

私
た
ち
は
ま
だ
お
ま
え
を
用
い
て
い
る
、
軽
や
か
に
家
々
に
は
め
込
ま
れ

私
た
ち
に
広
大
さ
を
約
束
し
て
く
れ
た
枠
形
の
お
ま
え
を
。

だ
が
、
も
っ
と
も
見
捨
て
ら
れ
た
、

し
ば
し
ば
こ
の
地
上
的
な
窓
で
さ
え
、

お
ま
え
の
輝
か
し
い
姿
を
模
倣
し
た
の
だ
!

運
命
、
が
お
ま
え
を
あ
そ
こ
へ
投
げ
た
の
だ
、
運
命
に
よ
っ
て
無
限
に
用
い
ら
れ
た

喪
失
と
経
過
を
計
る
尺
度
よ
。

不
変
の
星
辰
か
ら
な
る
窓
、
そ
れ
は
軌
道
を
め
ぐ
り
な
が
ら

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

八
五



リ
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(
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指
し
示
す
人
び
と
の
頭
上
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
こ
に
は
、
『
第
十
の
悲
歌
』
で
名
ざ
し
さ
れ
た
「
窓
」
の
星
座
が
き
わ
め
て
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
は

そ
の
内
部
に
「
わ
た
し
た
ち
の
住
み
え
な
い
世
界
」
を
宿
し
て
い
た
が
、
そ
の
窓
全
体
は
「
わ
た
し
た
ち
の
住
む
世
界
」
に
あ
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
今
、
こ
の
「
窓
」
全
体
が
、
わ
れ
わ
れ
の
地
上
の
世
界
か
ら
去
っ
て
、
「
竪
琴
と
白
鳥
に
つ
づ
い
て
、
生
き
の
び
て

ゆ
く
最
後
の
/
お
も
む
ろ
に
神
化
さ
れ
た
形
象
」

(
E
n
v
F
S
R
己

E
W
Z
S
L宮
ユ

m
Z
E
P
E
N
g
h
g四
回
目
再
認
さ

-
5
5

国
民
色
)

と
歌
わ
れ
る
如
く
、
純
粋
な
「
神
化
さ
れ
た
形
象
」
へ
と
高
め
ら
れ
「
夜
の
空
間
」
へ
と
移
さ
れ
る
と
共
に
、
悠
久
の
時
聞

を
「
生
き
の
び
て
ゆ
く
」
ベ
く
「
竪
琴
」
と
「
白
鳥
」
に
つ
，つ
い
て
神
話
の
領
域
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
こ
の
窓
の
星
座
は
、

わ
れ
わ
れ
地
上
の
人
間
と
は
関
係
の
な
い
遠
い
存
在
と
な
っ
た
わ
け
で
は
け
っ
し
て
な
い
の
で

あ
る
。
最
後
の
二
行
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
究
極
ま
で
純
化
さ
れ
た
形
象
(
「
最
後
の
:
:
:
形
象
」
)
は
、
リ
ル
ケ
晩
年
の

ヲ
4

グ

ル

形
姿
に
ま
で
昇
華
し
て
レ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
形
姿
の
代
表
的
な
も
の
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
、
空
中
に
投
げ

上
げ
ら
れ
た
「
ボ
ー
ル
の
描
く
弧
」
と
そ
れ
を
投
げ
る
者
と
の
あ
い
だ
に
は
緊
張
を
苧
ん
だ
関
連
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

よ
う
に
、
宇
宙
空
間
の
軌
道
を
運
行
す
る
「
窓
」
の
星
座
と
、
そ
の
下
で
星
座
を
「
指
し
示
す
人
び
と
」
と
の
聞
に
は
緊
野
争
争
心

フ
4

グ

1
ル

〈

引

)

だ
関
連
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
関
連
が
リ
ル
ケ
の
形
姿
が
も
っ
大
き
な
特
質
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
関
連
に
よ
っ
て
、
無
常
の
時
間
に
さ
ら
さ
れ
た
人
間
も
、
「
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
」
で
は
あ
る
が
、
「
充
た
さ
れ
た
時
間
」
に
参
入

し
、
真
の
存
在
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
一
部
第
十
二
の
詩
で

(
勾
)

次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
レ
る
。



ぼ
く
た
ち
を
結
び
つ
け
る
ら
し
い
精
神
に
栄
え
あ
れ
、

7

4
グ

t
A
W

ま
こ
と

な
ぜ
な
ら
、
ぼ
く
た
ち
は
形
姿
の
な
か
で
真
実
に
生
き
え
る
の
だ
。

以
上
、
三
回
に
わ
た
っ
て
「
恋
人
と
窓
」
、
「
夜
の
空
間
と
窓
」
、
「
鏡
と
し
て
の
窓
」
、
「
星
座
と
し
て
の
窓
」
と
い
う
テ
!
?
を
中

心
に
し
て
「
窓
」
の
も
つ
多
様
な
意
味
内
容
や
特
質
な
ど
を
リ
ル
ケ
の
詩
作
の
発
展
を
追
っ
て
解
明
し
て
き
た
が
、
こ
れ
で
「
窓
」

の
ほ
ぼ
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
像
と
言
っ
て
も
、
そ
の
輪
郭
が
つ
か
め
た
に

す
ぎ
な
い
。
「
窓
」
に
は
そ
の
ほ
か
た
と
え
ば
、
死
の
世
界
や
虚
の
世
界
と
の
関
係
な
ど
も
っ
と
踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
領
域
が

あ
る
し
、

ま
た
温
み
尽
く
せ
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
こ
ま
や
か
な
特
質
な
ど
が
残
っ
て
レ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

ま
た
他
日
の

機
会
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注
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l
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河
口
青
白
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∞
者
切
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・
ア
∞
-
A
H
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芯・

(2)Mc--
向。υ
∞
者
回
品
-N-m
・凶
え
・
こ
の
詩
は
『
新
詩
集
』
の
初
版
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
一
九
一
二
年
に
『
イ
ン
ゼ
ル
年
鑑
』
に

他
の
二
篇
と
共
に
発
表
さ
れ
、
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
子
タ
l
ル
{
m
E
z
-
-
n
O
B
E
n
R
R
N
E
B
C
、ユ回
n
F
g
t
Z円
F
∞-
N
凶
ご
に
よ
れ
ば
、

一
九
二
七
年
版
の
『
新
詩
集
別
巻
』
に
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ツ
イ
ン
編
の
『
リ
ル
ケ
全
集
』
で
は
再
び

『
新
詩
集
別
巻
』
か
ら
除
か
れ
、
「
完
成
詩
」
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
た
。

(
3
)
E
-古
川
回
当
凶
nH

・
a-
∞・叶
M
M
『・

(
4
)
』

Mwnog
臼

2
5
0『一

m
z
r
g
u
g
=
g質
問
芯
包

g-
∞-
N

∞ロ・

リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
下
)

i¥ 
七



一り
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー

フ
(
下
)

/¥ 
i¥ 

(
5
)
m
E冊
一
回
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(
6
)
拙
稿
「
『

C
-
w伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
1

1
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
三
)
」
(
京

都
大
学
教
養
部
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
報
告
第
一
一
一
一
一
号
、
一
九
七
七
年
)
八
七
頁
、
お
よ
び
そ
の
註
%
参
照
。

(
7
)
担
保
mu
回
当
切
門
戸
・
A
r
m
-
∞-凶
1
2
斗
・

(8)
』

za
--∞
・
∞
コ
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(
9
)
-
F
E
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∞∞】凶・

(
叩
)
「
リ
ル
ケ
の
「
窓
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モ
チ
ー
フ
(
中
)
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(
京
都
大
学
教
養
部
「
ド
イ
y
文
学
研
究
」
報
告
第
三
五
号
、
一
九
九

O
年
)
六
五
七

六
頁
参
照
。

(日

)
E
-
w何
回
当
切
品

-N-m-M唱
・
一
九

O
七
年
八
月
末
に
パ
り
で
構
想
さ
れ
、
翌
年
の
一
九

O
八
年
前
半
に
完
成
。

(
は
)
回
耐
震
0

・
∞
宅
周
ι-N-
∞
=
-
一
九
一
八
年
作
。

(日
)
M
C
-
r
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凶
要
因
島
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ア
∞

-
S凶・

(
U
)
「
リ
ル
ケ
の
「
窓
」
の
モ
チ
ー
フ
(
上
)
」
(
京
都
大
学
教
養
部
「
ド
イ
ツ
文
学
研
究
」
報
告
第
一
一
一
一
一
一
号
、
一
九
八
八
年
)
=
二
|
一
一
一

六
頁
参
照
。

(
凶
)
『
あ
る
女
友
達
の
た
め
の
鎮
魂
歌
』
で
は
、
鏡
を
前
に
し
て
自
己
を
見
つ
め
る
芸
術
家
が
、
好
奇
心
、
所
有
欲
、
恋
意
と
い

っ
た
白

我
意
識
に
か
か
わ
る
す
べ
て
を
脱
し
た
純
粋
な
目
で
観
照
す
る
と
き
、
自
己
を
鋭
の
内
部
に
置
け
た
(
「
あ
な
た
が
あ
な
た
を
あ
ら

ゆ
る
も
の
か
ら
解
き
放
っ
て
、
鏡
の
な
か
深
く
置
い
た
」
)
の
で
あ
る
が
完
淳
司
ゐ
要
因
島
・
ケ
m
-
a
A
P
R

そ
れ
と
は
対
照
的
に
産
祷

期
の
床
に
つ
く
彼
女
が
、
た
だ
の
生
活
者
と
し
て
鏡
の
前
に
座
る
と
鏡
は
彼
女
に
向
っ
て
「
す
べ
て
を
映
し
返
し
た
」
雪
国
四
回
想

R

dza官
官
g
の
で
あ
る

c
g
p・
m-aN・
)
。
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
で
も
、
仮
装
遊
び
で
演
技
に
興
じ
て
い
た
少
年
マ
ル
テ
の
姿
を
「
鏡

は
す
ぐ
さ
ま
映
し
返
し
た
」
百
句
∞
立

aa包
v
g
E
n
z
E胸
骨

EV--nERE
毛
布
向
な
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
鏡
は
復
讐
と
し
て
「
見
知

ら
ぬ
、
な
ん
と
も
不
可
解
な
、
怪
物
め
い
た
現
実
」
の
像
を
見
せ
つ
け
た
の
で
あ
る
(
但
-
古
川
印
者
切
乱
-
a
・
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∞宏
I
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れ
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る
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幻
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O
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窓
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ー
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(
上
)
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二
三
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四
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も
参
照
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(
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拙
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「
『
C
-
W
伯
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遺
稿
よ
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』
と
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の
周
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ぐ
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て
|
|
り
ル
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の
中
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ら
晩
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の
詩
境
の
展
開
(
そ
の
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)
」
七
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参
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(
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「
リ
ル
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の
「
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(
初
)
な
お
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当
詩
『
と
お
の
昔
に
、
わ
た
し
た
ち
の
住
む
世
界
か
ら
去
っ
て
-
-
』
と
同
時
期
に
(
一
九
二
六
年
六
月
)
、
フ
ラ
ン
ス
語

あ
A
B

し

で
も
、
星
座
へ
と
昇
華
し
、
神
化
し
た
窓
と
い
う
同
一
テ
l
マ
の
詩
が
作
ら
れ
て
い
る
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『
習
作
と
明
一証
』
に
収
め
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た
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