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私
も
、
芸
術
理
論
に
囲
心
を
掲
っ省

コ

ク

の
一人
と
し
て
、
い
つ
か
は中
井
夷学

に
蹄
送
の
こ
と
ぱ
を
の
べ
る
樵
会
があ

ロるだ
ろ
う
と
、
予
想
し
て
い
な
い
では

な
か
うた
。
そ
れ
に
し
て
も
、
死
骸
が

う
や
う
や
し
く
祭
壇
に
か
ざ
ら
れ
、
ジ
塵と

せ
し
める
人
間
は
、
藩
冶
の
櫨
騨
ば
か

り
でな
く
マル
ク
ス
主
義
膚
と
名
の
る

人
たち
の聞
にも
存
在
す
る
と
知
っ

て、
苦
い
顔を
し
て
いる
の
は
私
だ
け

では
な
℃
ムう
だ
.

読
者
が中
井
美
字
の
本
質
を
知
り
た

いと
欲
する
な
ら
、
数

の々
ペ
ダ
ン
ト

リ
ー
で
よ
そお
っ
た爆
学
的
な
美
文
や

侶
仰
者
た
ち
が切
りぬ
いて
さ
さ
げ
持

っ
文
章
の
断
片
に
ひか
れ
て
は
な
ら
な

,

「芸術」存在 の二重性
;・

9
,・

表現の矛盾 は鑑賞の矛盾をつくりだす

哺い・
査

的
な
真
蟹

繍で
あ
・
て

 奨
又
を必
製
と
レ
ない
か
ら
、
奨
又
が

く
り
ひ
つげ
ら
れ
て
いる
場
合
に
は
管

戒
し
て
か
か
る
へき
で
あ
る
。
中
井
美

学
の
4質
は
、
一九
三七
年
に
謝
か
れ

た
「〈見
る
こ
と
〉
の意
昧
」と
融
す
る

ヤー
ナ
リ
ズ
ムで
名
の
知
ら
れ
た
多
く

小
文
に
端的
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

の
人
びと
が
香
を
焚
き
頭
を
た
れ
て
、

う
。
申
井は
こ
こで
芝
居
の
観
客
に
つ

そ
の復
活
を祈
って
い
る
と
り
つ
、
悲

い
て
粛
りな
がら
「愛
術
的
見
が
た
と

喜劇
的
な
状
況
の
中
で
こ
ん
な
原
稿
を

は
し
か
ら
ば
ど
んな
狩
徴
を
持
って
い

依
頼さ
れ
よ
う
と
は
、
す
こ
し
も
殉
え

る
の
だ
ろ
う
か」
と
いう
「博
土
は
う

な
か
った
ので
あ
る
。
死
骸
に
カ
ン
カ

[.か
り
博土
を忘
れ
て
い
る
し
、
軍
八

ンノ
ウ
をお
ど
ら
せ
て
酒
や
さ
か
な
を

は
剣
を忘
れ、
商
人
は
算
盤
を
忘
れ
、

憎
偶
は
宗
教
を
忘
れ
て、
お
かし
け
れ

ば
笑
い
、
悲
しけ
れ
は
泣
い
て
いる
」

た
し
か
に
そ
つ
だ
。
誰
も
こ
のよ
う
な

現
象
を
呈
す
る
こ
と
を
由
足
レ
な
い
で

あ
ろ
つ
。
と
こ
ろ
で
彼
は
、
こ
の現
象

か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
な
納
論
へ
持
っ
て
い

く
。
つ
ま
り
、
「職
業
意
識
も
、身
分

も
な
い
人
哩

翼
に
、
も
う
一度
全
都

を
考
え
な
お
し
て
、
正
し
く
生
き
なお

さ
な
け
れ
ば
な
り
な
い
は
ず
の
人
聞
に

正
し
く
人
聞
を
建
設
す
る
人
面
に
、

一瞬
で
も
人
間
を
引
き
あ
げ
る
」
こ
と

が
、
芸
術
の
機
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ

して
そ
こで
は
、
「止
し
か
る
へ
き
人

間
が
、
末
米
か
ら
、
ソ
ノ
と
汚
濁
に
澗

ち
た
こ
の現
契
を
腱
穴
か
ら
覗
い
て
い

る
よ
う
な
く見
る
存
在
V
に
な
って
い

る
の
であ
る。」

だ
が
、訓菅は
、
中
井
が
机
に
阿
って

漱
石
の
〈
吾
輩は
猫
で
あ
る
〉
を
読ん

で
い
る
光景
を、
想
像
し
て
み
る
が
い

い
。
中
井は
葵
学
者
で
あろ
こ
と
を
忘

れ
て
笑
っ
て
い
る。
彼
は
た
し
かに

「見
る
存
在
」
にな
って
いる
。
そ
れ

で
は
彼
は
「正
し
か
る
べ
き
人
閾
」

「職
叢
意
識
も、
身
分
も
な
い人
間
」

に
な
って
い
る
の
か?
否
で
あ
る
。
彼

は
}匹
の
名
もな
い猫
に
な
って
い
る

の
だ
、
晶
沙
弥允
生
の家
で
、
迷
亭
が

ざ
る
そ
ば
を
のみ
こ
ん
で
いる
の
を
「

見
る
存
在
」
にな
って
いる
の
だ
。
そ

し
て
こ
こ
から
実
し
く
よ
そ
お
った
中

聾

学
の大
黒
柱
が、
膏
も
立
て
ず
に

崩
れ
落
ち
て
いく
。

現
災
の人
蘭と
、
そ
れ
と
は
異
った

「見
る
窪
在
」と
の
二
田性
は
、
実
は

作
家
か
らは
じま
って
いる
。
現
冥
の

人
側
漱
仁
が観
念
的
に
猫
に
な
った
か

ら
こ
そ
、読
省
も
「見
る
存
仕」
と
し

て
猫
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
いの
で
あ

る
。
昭
刷
の
姐界
に
生
き
て
いる
長
谷

川
伸
は
、
戯曲
の
創
作に
あ
た
って
一

本
刀
の無
膿
が
沽繊
す
る観
念
的
な
恒

界
に
入
り
こ
む。
こ
の
二璽
性
が
、
現

笑
に
は
俳優
寺
島
辛
三で
あ
る
と
同
時

に
観
念
的
に
は駒
形
茂
兵
衛
で
あ
る
と

い
う
二
盛性
をみ
ち
び
いて
いく
。
そ

し
て
さ
ら
に、
これ
と
対
応
し
た
か
た

ち
の
観
客
の
二
曵性
を
成
立
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
。現
実
には
博
士
で
あ
り
箪

人
で
あ
り
商
人
で
あ
り
僧
侶
であ
る
と

し
て
関
係
を
持
って
は
い
て
も
、
独
立

岡
時
に
、
観
念
的
に
は
長
谷川
伸
が観

し
た
別
掴
の
存
仕だ
と
い
う
こ
と
昂意

念
的
に
入
り
こ
ん
だ
の
と
同
じ
立
場
で
妹
し
て
いる
。

茂
兵
衛
を
な
が
め
て
い
る
人
聞な
の
で

中
井
は
、
ス
ク
」
ー
ン
の
上
の
映
画

あ
る
。
「見
る
存
在
」
は
観
念
的
な
作
衰
現
申実

「時
聞
の
再
現
」
と
説
開
す

家
・観
念
的
な
俳
優
か
ら
媒
介
さ
れ
て
る
。
こ
れ
は
、
対
象
の
時
聞
的
絶
過

成
立
す
る
と
こ
ろ
の
観
念
的
な
鑑
賞
者
と
、
スク
リ
ー
ン
の
一場
国の
陀
閥
的

の
あ
り
か
た
と
し
て
、
そ
の
客
観
的
な
経
避
と
が
、
近
似
的
に
対
応
し
て
い
る

根
拠
を
正
し
く
お
さ
え
る
の
で
な
け
れ
と
り
つだ
け
の
こ
と
で
あ
3
＼
そ
れ

は
、
「王
体
的
立
筋
」
と
か
「力
学
性

それ
は
ま
っ
た
く
別
個
の
時
間
で
あ

」
と
か
哲
学
的
用
胎
を
使
っ
て
ど
ん
な
る
。
現
冥
に
は
「再
現
」
など
あ
り
え

に
か
ざ
り
y
て
て
見
せ
て
も
、
王
號
王
な
い。
単
に
「見
る
存
在
」
が
過
去
の

義
的
な
解
厭
学
以
外
の
な
に
も
の
で
も

財聞
を
鋭
念
的
に
遣
体
験
す
る
だ
け
で

な
い。
「と
ん
で
も
な
い
む
っ
か
し
い
あ
っ
て、
幻
想
的
な
再
現
に
す
ぎ
な

こ
と
」
で
も
何
で
も
な
く
、
壷
現
の
矛

い
。
コ
マ
漸し
や
商
迷皮
や
逆
回
転
や

眉
は
鮨
質
の
矛
眉
を
っ
く
り
出
す
と
い

二
鵬写
し
も
、
そ
れ
目体
は
ス
ク
リ
ー

う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
中
井
に
は
現

ン
の
上
で
の境
冥
の
財
聞
的
経
雌
で
あ

冥の
矛
麿
を
止
し
く
た
ぐ
って
い
く
能

っ
て、
何ら
異
伽な
存
在
で
は
な
い
。

力
が
な
いか
ら
、
む
つ
か
し
く
感
し
る

単
に
「見
る存
召
」
が幽
ムの
時
間
を

だけ
の
こ
と
で
あ
る
。

醜
念
的
に
世体
験
し
た
場
合
、
現
冥
に

中井
が
この
縦
念
酎な
鑑
賞
菅
の
あ

は
あ
り
え
な
い体
験
であ
る
だ
け
に
そ

り
か
た
を
「自
分
が
いっ
の
間
に
か
ほ

れ
と
比
載
し
て
異鯖
に感
し
る
だ
け
の

か
の
自
分
にな
って
いる
」
「首
も
な

こ
と
で
あ
る
。
特
殊
な
「人
間の
創
這

い移
動
」と
塒釈
す
るの
は
、
分
裂
と

す
る
爵
間
」
がそ
こ
に
果
仕し
て
い
る

し
て
と
ら
えて
いな
い
から
観
念
論
で

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
、
観
怠
困な
遣

は
な
い
の
か
、
と間
う
説膏
も
あ
ろ
う

体
験
で
の
將
聞
を
現
笑
の
塒聞
と
同
視

し
か
り
、
観
念
論
であ
る。
中
井
夷
学

す
る
あ
や
ま
り
は
・
す
で
に
〈思
想
〉

は
隠
敵
さ
れ
観
念
論
炎学
な
の
であ
っ
誌
上
で
寺
田
員
彦
が
展
開
し
て
いた
の

て
、
唯
物
諭
で
もな
け
れ
ば
マル
クス

で
あ
って
、
中
井
は
そ
れ
に
坦
随
し
た

主
義
で
も
な
い
。

だ
け
で
あ
る
。

芸
術
は
表
現
の
一檸
であ
る。
複
雑

エ
イ
ゼ
ン
ソ
山
ナ
イ
ン
の
映岡
論
に

な
仙
値
形
態
の
秘
密
が、
二
Q
エル
レ

通
し
て
い
る
読
着
な
ら
一レ
ン
ズ
の光

の
亜
豚
布
1ー
一枚
の
上
衣と
い
う簡
単

学
的
作
用
と
、
フ
ィ
ル
ム
の
化
学
的印

な
価
値
形
態
の
う
ち
に
ひそ
ん
で
い
る
象
が
、
映
画
の
立
って
い
る
基
幌
」
た

の
と
同
じ
よ
う
に
、
映
圃
や演
劇
な
ど

と
甲
井
が
説
い
て
い
る
の
を、
エイ
ゼ

の
複
雑
な
表
現
形
態
の
泌轡
も
、
わ
れ

ン
シ
ュ
ブイ
ン
に
雌
随
し
た
も
の
と見

わ
れ
が
会
話
の
中
で
何
げな
く
使
って

ぬ
く
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
あ
る

い
る
「宇
宙
」
と
か
「永遠
」と
か
い
ま
い
。
「フ
ィ
ル
ム
が
撮
っ
た
一画
面

う
簡
単
な
琶
甜
衰
現
の
う
ち
に
ひ
℃ん

の
甲
の
、
群
第
の
駆
れ
て
い
る
一人
を

で
い
る
。
こ
れ
ら
の
説現
で、
対
象
と

私
た
ち
が
見
て
い
る
時
、
私
が見
て
い

さ
れ
て
い
る
の
は
、
笑
に無
限
の至
聞

る
一黒
点
は
、
そ
の
ぬ
を
た
ど
るな
ら

窮
難
講
擁
郵
藷
碧
魏
い譲
貼
講

さ
れ
、
し
か
も
一詰
にお
いて
表現
さ

横
た
わ
っ
て
い
る
一人
の
人
聞
の肉
体

れ
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
これ
ら
の
も
誰
に
、
私
の
眼
は
運
瓶
し
て
いる
の
であ

表
現
も
、
対
象
と
同
しく
窒
聞
的
な
時

る
」
光
学
的
に
は
、
た
し
か
に
そ
のと

聞
的
な
存
在
て
は
ある
け
れ
ど
も
、
文

お
り
だ
。
け
れ
ど
も
衷現
と
し
ては
、

字
の
場
合
は
紙
の
上
のわ
ず
か
一平
方

決
し
て
「し
か
」で
は
な
い
。
こ
れは
ほ

ノ
に
も
澗
た
ぬ
空
聞
で
あり
、
音
戸
の

か
で
も
な
い
、
表現
の
過
栓
を光
学
的

場
合
は
窒
気
の
わ
ず
か
一秒
聞
にも
雌

過
程
に
ス
リ
変
え
た
も
の
であ
る。
こ

せ
ぬ
時
聞
の
振
動
であ
る
。
これ
は
伺

れ
こ
そ
エ
イ
ゼ
ン
シ
凶
テ
イ
ン
の
ふ
み

を
慧
脈
し
て
い
る
か?
対
象
から
認
繍
は
ず
し
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
ぬ
け
な
い

へ
そ
し
て
表
現
へ
と
い
う
雌穆
的
構
遣

中
井
の
っ
ま
づ
き
で
あ
る
。
エ
ンゲ
ル

に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段階
は矛
眉

ス
は
俗
挽
唯
物
論
者
に
警
告
し
て
「人

し
な
が
ら
禎
対
的
に
独
立
し
て存
在
し

間
を
行
割さ
せ
る
も
の
は
す
へ
て
人
間

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
こを
意
駄
し
て

の
幽脳
を
趨
過
し
4
け
れ
ば
な
ら
な
い

い
る
。
対
象
の
鍵
間
。
時
間
と、
表
現

」
と
い
った
.
キ
ャ
メ
ラ
に
つ
い
て
い

の
壁
聞
・
時
聞
と
は
、
過
裡
的
殉
危と

る
フ
ノ
イ
ン
ズ
ー,は
、
レ
ン
ズ
か
ら
フ

も

イ
ル
ム
へ
と
い
う
光
芋
嗣過
栓
と
は別

へにな
在
す
る
の
だ
が、
こ
れは
単な
る

装
飾
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
キ
ャメ

ラ
マ
ン
は
こ
の
フ
ァ
イ
ンダ
ー
を
週し

て
得
ら
れた
自
分
の
視覚
を、
キ
ャメ

ラ
に
よ
っ
て
フ
ィ
ル
ム
の
上
に
圓
足さ

せ
よ
う
と
す
る
の
で
ある
。
い
い
変
え・

る
な
ら
、
フ
ィ
ル
ム
の
化
字的
印
象
は

フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
の
支
配
の下
にお
か
れ

て
い
る
の
で
ある
。
同
じ
対象
か
ら
光

は
発
し
て
い
て
も
、レ
ンズ
を
艇
って

フ
ィ
ル
ム
に
迷
す
る
光
争
的戯
程
と
、

フ
/
イ
ン
ダ
ー
を
遡
っ
てヰ
ヤメ
ラ
マ

ン
の
眼
へ
達
し
、
頭
脳
を
遡
っ
て腕
の

筋
肉
ヘ
キ
ャ
メ
・ノ
の
始動
へと
つな
が

って
い
く
表
現
の
過
屈と
の
二
っ
が
風

な
り
台
って
いて
、
後
首
が
前
者
を

統
制
し
て
いる
。
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュテ

イ
ン
や
中
井
が
、
光
掌
的
過
程
を
映

圃
の
基
盤
だ
と
忌
い
こ
み
、
王
体
的
な

表
現
の
雌
程
を
物
理
的
・
化
学
的
な

「物
質
的
手
縦
き
」
に
解
消
さ
せ
た
こ

と
は
、
キ
ャメ
ラ
マ
ン
の
認
識
が
物
質

的
な
表
現
を
媒
介
と
し
て
観
各
の
観
念

的
な
退
体
験
へつ
な
が
る
と
い
う
人
と

人
と
の
囲
係
を
、
物
質
的
な
閑
係
に
解

消
さ
せ
た
こ
と
を
意
駄
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
マル
ク
ス
王
勃で
い
う
と
こ
づ

の物
神
寡鉾
に
、
お
ち
い
って
い
る
こ

と
を
恵臥
し
て
いる
。
(エ
イ
ゼ
ン
ソ

ユナ
イ
ン
映
幽
論
の
く
わ
し
い
批
判
は

三
浦
つ
と
む
「
七
ン
収
ア
ジ
ュ論
の

聖
な
る

威
尿
の
致
耐
論
が
}
井
兜
字
に
影
聾

を
与
え
た
と
私
が
い
って
も
、
中
井
の

文
卓
に
は
威
尿
の
ク
の
に・も
な
い
て
は

な
いか
と
自
を
か
し
げ
る
読
百が
あ
る

だ
ろ
う
か
ら
、
証
拠
乞あ
げ
て
お
く
。

一九
三〇
触
に
甲井
が
謹
い
た
「文
学

の構
成
」
は
へ
文
字
の
形
式
な
る
言
業

は
構
成
の
領
域
性
の
甲
に
吸
収
し
分
解

さ
れる
べき
で
あ
ろ
う
」
な
ど
と
観
念

論
.菅の
U
ま
ね
を
し
て
い
る
の
だ
が
、

し
かも
こ
の
「構
成
の
中
に
射
影
す

る
」
「社
葺餌
域
の
形
式
」
が
文
学
の

内
容と
よ
は
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う

解釈
こ
そ
、
芸
術
の
囚
a
は
現
災
の
恒

界
に
仔
仕し
て
い
て
形
式
に
灰
映
す
る

のだ
と
いう
胤嶽
理
論
の
幽
き
笈
え
に

ほか
な
ら
な
い
。
さ
b
に
「現
象
掌
的

の慧
昧
の
允
足
作
用
に
つ
い
て
は
す
で

に多
く
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
、
そ
れ
は
し
か
し
、
単
に
碓
悟
の

領
域
に
か
ぎ
り
れ
て
い
る
。
主
張
、
す

な
わ
ち
そ
れ
を
↑歩
遮
め
る
な
ら
ば
ア

ジ
テ
ー
シ
ョン
で
あ
り
、
さ
ら
に
二
歩

進
め
る
な
ら
ぱ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
あ
る

と
ζ
ろの
慧
脈
の
拡
延
の
方
回
が
閉
却

され
て
いる
」
と
甲
井
は
い
う
。
こ
れ

は
ニ
ヰ削
の
二
八
年
に
威
原
が
提
出
し

た
「づ
べ
て
の
芸
術
は
そ
の
不
質
に
お

ヒ
て必
然
に
テ
ジ
テ
ー
シ
コン
で
あ

り
、プ
ロパ
ガ
ン
ダ
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い」
と
い
う規
足
に
も
と
つ
いて
、

観
念
論莞
学
を郁
分
的
に
珍
正
し
よ

う
と
し
π
も
の
にほ
か
な
ら
な
い。

蔵
藤
の
こ
の規
疋は
、
す
ご
に
占
本

隆
朗
も
批
判
し
て
いる
が、
訟
循
の
持

一

亡
蝿
」
1
〈
現
代
思
想
V
一九
六
〇
年

=

.
一に
月
合
併
骨
ー
を
参
照
)

ど
ん
な
慰
想
家
も
み
な
時
代
の
子
で

あ
る
。
中
井
が
何
博
土
に
帥
耶
し
て
何

を
≠
ん
だ
か
は
、
彼
の
ペ
ダ
ン
トリ
ー

と
歯
字
的
美
文
の
よ
っ
て
来
る
と
こ

ろ
を
一応
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
、

そ
れ
以
上
で
は
な
い
。
一
九
二
〇
仕

代
の
於
り
か
ら
三
〇
錘
代
に
か
け
て
、

政
治
的
に
革
新
的
な
立
場
に
あ
る
夷

学
者
と
し
て
沽
躍
し
た
人
聞
だ
と
す

る
な
ら
は
、
そ
の
尉
代
を
支
配
し
て

い
た
二
つ
の
芸
術
理
論
、
す
な
わ
ち
蔵

原
理
論
お
よ
び
モ
ン
タ
ァ
シ
ュ
爺
か
ら

の
影
曾
を
熱
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
申
井
は
マ
ル
ノ
ス
王
糧に
対
し
て

一
応
の埋
勢
催持
ち
受
け
いれ
て
い
た

に
も
か
かわ
ら
す、
同
時
に観
念
論
哲

掌
の
と
り
こ
にな
って
いた
の
は
な
ぜ

か
?
今
村
太平
の
説
明
す
る
よ
う

に、
「歎
嬢な
ら
ぬ
治安
縦
持
法
下
に

あ
っ
て身
動
き
で
き
な
いと
こ
ろ
に
遣

い
っ
めら
れ
て
いた
から
で」
あ
ろ
つ

か
?
そ
う
で
はな
い。
そ
の
時
代
を

支
配し
て
いた
・自
ら
マル
ク
ス
主
勤

と
各
の
って
いる
・
二
つの
芸
術
理
論

が、
実は
マ
ルク
ス
主
較の
名
に
値
し

な
い
も
の
であ
り
、
観
念
諭
哲
掌
を
克

服
する
ど
こ
ろ
か、
観
念
論
美
掌
に
直

結
す
るよ
う
な
備
同
にお
ち
い
って
い

た
から
で
ある
。

回
性
に
葬
送
を

"時
代
の
制
約

ノに
よ
る
折
衷
理
論

って
い
る
政
治
削な
機
能
をそ
のま
ま

本
質
だ
と
f張
す
る
も
の
で
ある
。
威

漂
の
政
治
主
識
に
っな
が
って
いる
と

こ
ろ
の
楓
能
土
鶉的
偏
向
であ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の当
睡、
櫃
顔
あ
る哲
学
者

と
し
て
認
め
られ
て
いた
三木
消
も
、

二
九
隼
に
出
版さ
れ
た
〈プ
ロレ
タ
リ

ア
芸
術
教
橿
〉
に
「去術
剛仙
櫨
と
奴

治
的
仙
恒
と
の
哲学
的
婚
嫌
」
と
題
し

た
醐文
を
、芸
術埋
論に
関
心
を持
つ

革
新
的
な
掌
生な
ら
誰も
見
の
がさ
な

か
った
ろ
う
と思
わ
れ
る
踊文
を、
発

表
し
て
い
る
。
三木
は
こ
の中
で
、
「

社
会
的
機
能は
芸術
の単
な
ろ
一側
面

と
い
う
が
如き
も
の
でな
く
し
て
、
そ

れ
の
全
生
命
にか
か
わ
る
こと
で
あ

る
。
」
と
い
い、
これ
ま
た
威
原
と
同

し
よ
う
に
政
治
的な
観
点
か
ら
の
機
能

主
麟
を
説
いて
い
る。
で
は
、
ソ
遮
映

画
と
と
も
に労
時の
目
本
の
理
論
家
の

間
に
ブ
ー
ム
を
つく
り
出
し
た
、
エイ

ゼ
ン
ソ
ユ
テイ
ン
や
プ
ド
ブ
キ
ン
の
説

く
モ
ン
タ
ァジ
'鹸
は
ど
う
で
あ
った

か
?

彼
ら
は、
フ
ィ
ル
ム断
片
の背

微
に
、
す
で
に
ソナ
リ
オ
で
準
帽
さ
れ

た
軌
一的
な
虫
界
が
存
在
し
て
い
た
の

だ
と
い
う
こ
と
、
フ
ィ
ル
ム断
片
の
内

容
を
形
成
す
る
笑
体は
キ
ャ
メ
ラ
の
向

け
ら
れ
て
い
る
対
以
で
は
な
く
て
、
そ

の
背
後
に
い
る
キ
ャ
メ
ラ
マ
ン
や
脇
督

の
頭
の
甲
の
税
一的
な
世
界
な
の
だ
と

いう
こ
と
、
を
現
象
に
ひ
き
ず
b
れ
て

無
視
し
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
光
字
的

。化
字
岡
な
幽
磁
で
脳
立
し
だ
フ
ィ
ル

ム
断
h
そ
れ
自
体
が
、
観
客
の
頭
の
申

に
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琶 、

図
⑫

こ
の
年
新
聞
の
新
春
座
談会
で、
指
馬稲
子
、
久
我
走
子
、
左

幸
子
の
申
座
女
優
の
放
談
会
に
進
'打係
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
昭

和
三
十
年
が
「浮
蟹
」
「天
婦講
哉」
の年
てあ
った
こ
と
が
期

せ
ず
し
て
齢
題
に
な
り
厚ぐ
う
たら
な
男
轟
を
め
ぐ
って
っ
ぎ
の

よ
う
な
会
話
が
と
り
かわ

さ
れ
た
。

有
扁

女
の
人
が
同栂

を
振
り
か
ざ
し
て
も
、
や

956年

 

1

っば
り
慣
の
中

は
女
は
玄
で、

男
は
男
で凄
⇔

と
思
う
のよ
。

男
の人
は
お
互

に
夫
婦
の愛
欄

を
築き
上げ
よ

う
と
い
う
体
裁
い
いこ
と

い
っ
て
も
天性
グ
ウ
タ
ラ

の
と
こ
ろ
を
も
って
いる

で
し
ょ
。女
の
方
は
天

性
、
つ
くす
か
ら
、
つ
ま

り
q茜き
哉
」
と
い
う
こ
と
し
ゃ
な
い
の
。

瓢
男
の
ぐ
う
た
ら
を
認
め
る
わ
け
で
す
ね
。

有
隔
認
め
る
わ
ね
。
も
し
目
の
前
に
二
人
の
男
柑
がで
て
き

て
一力
が
何
だ
か
ら
グ
ウ
女
フ
、
一方
は
詔
算
てき
る細
か
いこ

と
に気
が
っ
く
人
:
…
ど
っち
を
と
る
か
と
い
汎
ぱ
、あ
ん
まり

田
算
さ
れ
る
の
も
艮
く
な
い
ね
、

左

グ
ウ
ク
フが
将
来
仕
事
を
す
る
と
い
つ吋
能
桝
のな
い
嚇

川
°゚昌≡

=三
=三
一一一≡
三
ヨ
一
ヨ
三
.一㎝一菱
一三
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≡
≡
一一一三
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三
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≡
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=
三

合
でも
?

有
馬

そ
れ
し
ゃ
こ
ま
る
け
ど
、
つ
ま
り
男
の
楓
の六
さ
を絹

樽
す
る
と
い
う
こ
と
よ
。
細
か
い
大
ざ
っ
ぱ
な
こ
と
はグ
ワ孜
フ

で
も
し
よ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
の

左

そ
う
い
う
ζ
と
に
な
る
か
な
ア
。
「夫
婦
爵哉
」
を
み
る

と
経
ま
で
男
は
グ
ウ
々
ラ
で
、
二
人
と
も
あ
あな
っち
ゃう
よ
う

な
き
が
す
る
わ
ね
。

久
我

「浮
翼」
に
し

て
も
ね
.し
ょ
つが
な
い

よう
な気
が
す
る
け
ど
情

なく
な
っち
ゃう
。
私
だ

っ
た
ら
あ
あは
な
ら
な
い

得
て
し
ま
っ
て
いる
三人
の
双優
の
発
一乱は
、
当
時
知
ら
れ
て
い

な
い
、
そ
れ
ぞれ
の
恋
愛
轡
験
の
深
さ
を
暗
示
さ
せ
て
面
白
か
っ

た
、
し
か
し
、
三十
虻
後
期
に
は
す
で
に
石
原
慎
太
郎
の
「太
陽

の
李
節
」
に
よる
爽
そ
う
た
る
登
場
と
受
賞
が
あ
り
、
三
十
一佳

の
映
幽界
の話
題
も
、
三
女
優
の
謡
題
と
は
対
象
的
な
「太
陽
の

季
節
」
「狂
った
果
冥
」
(以
上
日
活
)
「処
刑
の
都
屋
」
(大

映
)
「日蝕
の
盟」
(東
宝
)
の
慎
太
郎
映
圃
お
よ
び
同
系
列
の

「逆光
課
」な
ど
を
ふ
く
め
た
「太
陽
倣
映
闘
」
の
登
場
で
あ

り
、
さら
に
四十
八
才
の
ロ
マ
グ
レ
の
魅
力
と
浮
気
を
奨
励
す
る

「四十
八
才
の
抵
抗
」
(肉
村
)
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
だ
が
、

映
幽界
的
に
は
こ
の
太
陽
映
画
も
「+
才
の
惟
典
」
シ
リ
ー
ズ
の

　

男
性
版
でし
か
な
く
、
三
女
役
が
そ
の
リ
ア
リ
ナ
ィ
か
ら
拒
臼
て

太
陽
族
映
画
と

「四
十
八
才
の
抵
抗
」

"ぐ
う
た
ら
な
男
を
認
め
る

よ
うな
気
が
す
る
け
ご
、

も
しか
す
る
と
そ
の
土
壇

場
にな
って
み
た
ら
、
皆

あ
んな
にな
っち
ゃう
。

有
扁

あ
ま
り
楽
し
い

映
画
し
ゃ
な
い
ね
。
や
っ
ぱ
り
悔
の中
の
傾
向
し
ゃな
い
の
。
例ロ

え
ば
「生
き
も
の
の
記録
」な
どあ
る
し
、
ま
あ
、
す
べ
て
現
代

は
ち
ょ
・2と
「洪
水
の前
」
よ
、
ね
。

こ
の
時
代
た
だ
ひと
つ
「前
向
き
」
の
ヒ
ロイ
ン
を
や
って
い

た
と
も
い
え
る
中
原早
藺が
出
席
す
る
は
ず
だ
った
の
に
、
日
沽

か
ら
引
ぬ
き
の
手
が
の
び
て姿
を
く
らま
し
て
出
席
し
な
か
った

の
は
残
急
だ
つ
た
が
、
今
日は
いず
れ
も
粘
婚
し
て
「女
足
」
を

i
=

き
な
か
った
グ
ワ
々
フ男
の
再
劇
を
売
物
と
す
る
東
翌
は
、
やは

り
映
働
界
の
オ
ー
ソ
ド
ソ
ク
ス
踊
線
で
あ
り
、
慎
太
郎
自
身
が
出

演
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藁
究
の
「日
蝕
の
藍
」
は
ヒ
ソ
ト
せ

ず
、
あ
と
の
企
臨
は
中
止
と
な
って
い
る
こ
と
が
、
す
べ
こ
こ
の

扇
情
を物
凶
って
い
る
。
い
わ
ば
グ
ウ
探
ラ
男
は
艮憾
側
の
最
後

の抵
抗
的
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
った
。

そ
の
証
拠
に
市
川
毘
の
「処
刑
の
部
尾
」
は
慎
穴郎
に
た
いす

る
非
難
の
身
代
り
と
な
り
、
ジ
ア
ナ
リ
ズ
ム
や
瓜
論
か
ら
コ
テ
ン

コテ
ン
に
た
た
か
れ
た
。
そ
れ
は
「
一み術
家
と
も
あ
ろ
う
も
の
が

こん
な
映
箇
を
つ
く
って
は
…
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
で
あ

り
、
毘
が
多
分
に
笑
い
を
ふ
く
ま
せ
て
描
い
た
べ
ソ
ト
の
激
し
い

ゆ
れ
、
着
尾
に
川
U
浩
が
睡
眠
薬
を
の
ま
せ
る
と
こ
ろ
、
中
村
伸

郎
の
教
授
が
学
生
に
よ
って
突
然
な
ぐ
り
た
お
され
る
と
こ
ろ
な

ど
が
、剛題
と
な
った
と
記
憾
つ
る
。
こ
れ
は
太陽
映
向自
体
よ
り

も
、
そ
れ
が
正
蚤
に
思
想
を
も
と
う
と
し
た
こと
へ、
笹
論
や
大

新
聞
ジ
ァ
ナ
リ
ス
ト
の
敏
感
な
攻
撃
で
あ
っ
た
こと
を理
解
す
べ

き
で
あ
る
。
「太
陽
の
李
簡
」
な
ど
の
白川
克己
や
甲年
梱
に
対

し
て
で
な
く
「ビ
ル
マ
の
竪
琴
」
で
エ
ゴイ
ズ
ム
と
ヒ
{ー
マ
ニ

ズ
ム
に
凸悩
し
思
想
的
に
拾
動
期
に
あ
っ
た
市川
箆
に
双
撃
が
か

け
ら
れ
た
こ
と
、
事
冥
そ
の
攻
撃
に
た
い
して
感
覚
的
に
は
自
信

を
失
な
う
こ
と
が
な
か
っ
た
彼
が
、思
想
的
には
あ
る
揮
の
「転

向
」
コ
ー
ス
と
し
て
「私
は
ニ
オ」
「おと
う
と
」
の
伝
統
主
窃

に
抄
を
す
す
め
る
素
地
が
でき
た
こと
は
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
裕
次
郎
映
㎞
、
肖
川
跳
の
「刊春
」
の
し
か
ば
ね
の
上

に
つく
ら
れ
花
を
咲

か
せ
、
日
活
企
業
の

苫
蜷
の
運
命
を
逆
転

4
ー
°

慕
無

蜷

を
走
る
も
の
は
つ
ね

に
ね
ら
わ
れ
る
。う
ち
たお
され
か
二番
手
の裕
次
郎
が
完
走
し

て
た
ど
り
っ
い
た
ゴー
ル
は、
「処
刑の
部
屋
」
の
め
ざ
し
て
い

た
ゴ
ー
ル
で
は
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
であ
る
。
有
馬
稲
子
は

「洪
水
の
前
ね
」
と
い
っ
た
が
、
つ
ぎ
の
隼
には
日
本
映
幽
を
お

そ
った
の
は
大
ス
ク
リ
ー
ン
競
争
で
あ
り、
「ぐ
う
た
ら
男
」
に

か
わ
る
究
前
の
ア
ク
ノ
ゴ
ン
・ス
タア
、
裕
次
郎
(日
活
)
鏑

之
助
(藁
映
)
時
代
が
や
2
て
く
る
の
だが
、
本
当
に
洪
水
に
な

か
さ
れ
た
の
は
市
川
毘
の
心
の
な
か
の
何
か
では
な
か
った
か
。

(写
翼
は
「ビ
ル
マ
の
ヱ
琴」
か
ら
)

小

川
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で
「新
ら
し
い性
蟄
の
も
の
と
し
て
狛

}生
す
る
一つ
の
新
ら
し
い
観
念
に
、
ま

ち
が
いな
く
納
合
さ
れ
る
」
性
質
を
持

って
いる
か
の
よ
う
に
、
映
画
の
本
賞

は
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
ム
断
片
そ
れ
自

体
の
持
っ
械
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、

齢
釈
し
κの
で
あ
った
。
こ
れ
ま
た
畿

}能
土
晒で
あ
っ
た

こ
の
よ
う
に
、
当
時
支
配
的
で
あ
っ

た
自
ら
マル
ク
ス
王
戦と
い
う
智
板
を

か
か
げ
て
い
た
二
っ
の
芸
術
理
論
が
、

と
も
に
機
能
主
勃的
な
偏
向
に
お
ち
い

って
いる
ぱ
か
り
で
な
く
、
先
塑
と
し

て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
羅
威
あ
る
哲
学
首

一も
ま
た
戯
能
王
輔
を
脱
い
て
い
る
と
い

う
状
態
で
は
、
中
井
の
美
学
が
て
れ
を

克
服
て
き
な
か
っ
た
の
も
労
然
で
あ

る
。
中
井
が
「機
械
時
代
」
に
関
心
を

持
ち
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・ジ
ェ
ー
ム
ズ
か

ら
ソ
ゴン
・デ
ュ
ウ
イ
の
ア
メ
リ
カ
の

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
機
能
工
輔
に
桜

b
「
あ
る
い
は
カ
ソ
シ
フ
ー
の
〈
象
徴

的
諸
形
式
の
哲
学
〉
の
機
能
.み朔
を
学

んだ
場
合
に
、
そ
れ
ら
を
批
判
す
る
の

【では
な
く
反
対
に
そ
れ
ら
を
馨

的
に「機

翌
け
いれ
た
のも
当
然
で
あ
る
。

能概
念
的
考
え
か
た
を
も
って
す
れ

ば
、
いわ
ばす
で
に
目我
は
一瞬
一瞬

[無
限
によ
り深
い組
織
と
関
運体
に
展

開
し
て
い
くと
こ
ろ
の関
係
の
無
限
なへ

る
射
影
面
に
し
かす
ぎ
な
い。
そ
こ
に

は
た
だ
凶
数
論
組織
構
成
が
あ
る
の
み

で
あ
る
。
」
自我
が
函数
諭
的
組
織
構

帆
で
と
ら
え
ら
れ
る
だ
け
では
な
い。

「機
械
の
榔
成
は
あ
く
ま
で機
能
的
、

い
わ
ば
函
数
的
で
あ
る
。」
社
会
的
集

団
だ
け
に
感
構
ある
いは
情趣
が
あ
る

の
て
は
な
い
。
「社
会
的
集団
的
性
格

は
・ての
生
産
し
た
る
物
理的
集
団
的
性

楢
と
情
趣
の
領
域
にお
い
て
等値
性
て

あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、中
井
の機
能

王
我
か
ら
は
、
「車
輪
が機
械
に対
す

る
関
連
の
情
趣
」
が、
す
な
わ
ち
機
械

に
感
情
ある
いは
情
趣
が
存
在
す
る
と

い
う
王
張
が
生
れ
ざる
を
え
な
い。
「

ノ
ィ
ル
ムは
:昆
憶
骨で
あ
り
、
再
現

者
で
ある
」
と
い
う、
物
と
人
間
と
の

混
同
が
、
すな
わ
ち
物
神
崇
拝
が
生
れ

ざ
る
を
えな
い
。
この
観
念
論
の
系
列

て
の
物
神
崇拝
の理
論
が
、
自
称
マ
ル

ク
ス
主
編
芸術
論
であ
る
モ
ン
タ
ア
ジ

ュ
諭
と
よ
ば
れる
物
神
崇
挿
の
理
論
と

癒
着
す
る
の
も、
ま
った
く
当
然
の
こ

と
で
あ
る。

蔵
原
も
三
木
も
エイ
ゼ
ン
ソ
山ラ
イ

ン
も
、
マ
ルク
ス
の文
献
を
引
用
し
、

ぐ
ル
ク
ス
主
銭的
な
理
論
を提
出
し
た

と
信
し
て
い
た
。
たし
かに
彼
ら
の
王

張
に
も
唯
物論
的な
立
場
を見
出
す
こ

と
が
で
き
る
け
れ
ど
も、
そ
れ
は
マル

ク
ス
主
義
の
唯
物論
では
な
く
て
、
俗

流
唯
物
痴
で
し
か
な
か
っ
た。
そ
し
て

問
題
は
、
俗
流
唯
物
離
や俗
流反
映
論

で
は
衰
現
の
持
って
い
る
輪
理
構
造は

解
明
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
し

た
が
って
芸
術
の
持
って
い
る
論
理
構

蓮
も
解
明
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
あ
る
。
芸
術
は
作
象
の
創
造
し
た

臨
念
的
な
也
界
を
槻
念
的
に対
駿化
す

る
。
そ
こ
で
は
現
英
の
作
家
とそ
の創

遺
し
た
観
念
削
な
国
界
の
中
に
いる
観

念
囹
な
作
家
と
が
、
二
虫
化し
分
毅
し

て
い
る
。
だ
が
こ
の
観
念
的な
対
象
化

や
主
体
の
二
盛
化
は
、俗
流唯
物
論
や

俗
流
反
映
論
で
は
正
し
くと
り
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
し
、
載嶽
理
論で
も

全
然
と
り
あ
げ
ら
れ
て
いな
い。
こ
れ

に
反
し
て
、
実
存
主
義
の流
れ
は
へー

ゲ
ル
に
そ
の
蛎
を
発
す
る
だけ
に
、
ζ

の
対
象
化
の
問
題
が埋
論
の中
心に
お

か
れ
て
い
る
。そ
れ
ゆ
え、
マル
ク
ス

主
義
と
自
称
す
る
俗
挽
唯物
論
の
芸
術

論
と
、
契
存
主
我
の
流れ
に属
す
る
美

字
ζを
く
ら
べ
て
免
た
人
間
に
と
って

は
、
実
存
主
綱美
字
が
目
称
マ
ル
ク
ス

主
嚢
云
術
訥の
扱
って
い
な
い
屯
簗
な

問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
と
い
う
鵠
笑

を
、
無
視
す
る
わ
け
には
い
か
な
く
な

る
。
し
かも
こ
の
人
聞
が
、
実
存
主
義

は
ヘー
ゲ
ル
の
観
怠
論
的
な
発
想
を
そ

の
ま
ま
受
け
っ
い
で
、
観
念
的
な
対
鰍

化
と
現
冥
的
な
対
象
化
と
を
い
っ
し
ょ

く
た
に
し
て
と
り
あ
げ
る
の
、兀
と
い
う

こ
と
を
見
ぬ
け
鳳
い
な
ら
は
、
自
称
マ

ル
ク
ス
王
藝
調術
論
と
冥
存
王
閥美
字

と
を
ゴ
ソ
タ
汁
に
し
た
理
踊
を
つ
く
り

あ
げ
る
紬
粟
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
ま

った
く
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

人
聞
の
認
祓
に
お
け
る
、
現
笑
の
時

聞
と
観
念
的
な
時
間
と
の
二
犠化
は
、

ハイ
デ
ノガ
ー
の
「
斑俗
的
時
閥
」
と

「添質
的
腎
聞
」
と
い
う
区
別
と
し

て
あ
る
いは
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「分
樋

の
時間
」と
「
良
冥
の
時
聞
」
と
い
う

区
別
と
し
て
、
観
愈
論
哲
掌
に
反
映

し
て
いる
。
中
井
は
い
う
。
「こ
の
ハ

イ
デ
ソガ
ー
の
〈
本
寅
的
時
聞
〉
と
、

ベル
グ
ソ
ン
の
〈
艮笑
の
晦
閥
〉
の
港

え
か
た
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
や
、
サ
ル
ト

ル
な
ど
に
、
大
き
な
影
轡
¢興
え
て
き

た
の
で
あ
る
。
芸
術
と
は
か
か
る
時
聞

の
中
に
生
き
よ
う
と
す
る
勤
き
と
も
有

え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」
い
わ
ゆ
る

シ
ェリ
コ
の
局
に
つ
い
て
は
。
す
で
に

ロ
ダ
ン
が
累
朴
か
つ
深
刻
な
解
明
を
与

え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
中
井
の
碗

明
と
を
く
ら
へて
み
れ
は
、
中
井
に
は

対
象
の
持
っ
論
理
樹
危
を
た
ぐ
っ
て
い

く
能
刀
が
低
い
こ
と
も
、
明
ら
か
に
な

る
。
私
は
こ
れ
を
職
叢
田
な
笛
学
首
に

共
通
し
て
見
ら
れ
る
謡
埋
的
な
銚
感
さ

だ
と
埋
解
し
て
いる
が
、
一
応
マ
ルク

ス
王
義
を
かし
った
彼
も
ハイ
デ
ッガ

ー
や
ベ
ルグ
ソ
ン
の
、醐理
的
な誤
謬
を

見
ぬ
い
て
っく
り
かえ
る
こと
は
で
き

な
か
っ
た。

いま
辞論
家諸
先
生
が
こ
ぞ
って
拝

脆
し
て
いる
、
映
國の
文
広に
っ
いて

の
中
井
の王
張
に
し
て
も
、
質
語
衰
現

に
対
する
無
知
と
モン
タ
/
ジ
ェ論
の

機
能諭
的主
観
王
我と
の
混
台
物
で
し

か
な
い。
単
論
の
甲で
も
、
「化
」
や

「鳥
」
が
各観
的
な
存
在
を
さ
す
こと

ば
で
、
客体
的
表
現
と
いう
べ
き
も
の

で
あ
る
の
に対
し
て
、
「だ
」

「あ

る
」
は話
し
手
の
頭
の
叩に
成
立
し
た

判
断
を
直接
表
現
す
る
こ
と
は
で
あ

り
、
い
わ
ば主
体
的
蓑
現
で
あ
る
。
こ

れが
客体
的
表現
と
客体
的
表
現
の
甲

闘
に
、
こ
れら
を
つな
ぐ
か
た
ち
で使

わ
れ
、
繋
辞
と
よ
ばれ
る
のは
、
欧
米

で
の
こ
と
で
あ
って
、
日
本語
で
は
文

の
終
り
に
用
いら
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
判
断
酔イ
ク
オ
ー
ル
っ
な
ぐ
こ
と

ば
だ
と
い
う
解釈
は
現
象
論
て
し
か
な

い
。
中井
は
、
判
断
㎡が
主
観
則
な
存

在
を
衰現
し
て
いる
こ
と
を、
経
験
的

に
感
しと
って
は
いる
の
だ
が
、
映
画

の
カ
ノト
のほ
う
は
光
学
的
・化
学
附

な
「物
買
剛手
続き
」
で
し
か
な
い
と

解
釈
して
いる
の
だ
か
ら
、
映
幽
に
判

断群
に
桐当
す
る
も
の
が
存
在
し
て
い

な
いと
いう
事
笑
に
ぶ
つ
か
って
、
カ

ソト
以外
の
と
こ
ろ
に
緊
辞
に
柑
当
す

る
存
仕や
判
断
を
さ
が
し
も
と
め
な
い

わ
け
には
いか
な
か
った
。
「映
圏で

は
、
カ
ノト
と
カ
ノト
の
理続
の
閥
に

は
〈繋
欝〉
〈で
ある
〉
〈で
な
い
〉

と
い.つも
のが
な
し
に
っ
な
が
って
、

大
衆
の
甲
に
そ
の
ま
ま
で
ホ
リ
込
ま
れ

る
」
の
だ
が
、
モ
ン
タ
ア
ジ
ュ論
の
王

張
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
カ
ッ
ト
は
観

各の
頭
の
中
で
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
り

「こ
の
〈で
あ
る
〉
〈で
な
い
〉
の
判

断
を
大
衆
の
恵
欲
、
歴
史
的
主
体
性
に

手
渡
す
る
こ
ζに
な
る
の
で
あ
る
。
」

歴
史
的
主
体
性
な
ん
て
こ
と
ば
は
、

革
初的
な
イ
ン
テ
リ
に
と
って
殺
し
文

句
だ
が
、
実
は
映
圓に
判
断
辞
に
柏
当

ず
る
も
の
が
存
在
し
な
い
か
ら
と
い
っ

て
主
体
削
衰
現
が
俘
在
し
な
い
と
い
う

繭譜
緩
栃齢
齢魏
菱
些

同
時
に
主
体
的
衰
現
で
も
あ
る
と
い
う

矛
麗
し
た
存
仕
な
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、
私
は
五
六
ヰ
に
轡
い
た
〈
日
本
詔

は
ど
つい
う
.琶
謎
か
〉
で
く
わ
し
く
説

明
し
て
お
い
た
。
中
井
の
主
張
と
私
の

}王
張
と
い
つ
れ
が
正
し
い
か
は
、
読
者

の
判
断
に
ま
か
せ
よ
う
。

む
か
し
甲
井
と
一っ
カ
マ
の
メ
シ
を

く
った
人
た
ち
が
、
彼
の
仕
事
を
世
に

出
し
た
い
、
心75成
さ
せ
た
い
と
願
う
気

持
は

私
に
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
.

い。
ブ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
、

彼
の
「語
論
文
は
、
当
時
よ
り
も
現
在
一

の
ほ
う
が
そ
の
耕
鮮
さ
を
増
し
て
い
る

と
い
う
印
象
を
う
け
る
」
(解
.埴)
か

も
知
れ
な
い
が
、
私
に
は
時
代
の
制
約

の
甲
で
つ
く
り
あ
げ
た
折
衷
理
論
を
生

洗
固
.寸す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
.

聞
謝
し
か
う
け
な
い
。
中
井
を
礼
讃
し

か
つ
ぎ
め
げ
る
の
で
は
な
く
、
安
ら
か

な
眠
り
に
つ
か
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
む

か
し
の
仲
聞
た
ち
の
輿
の
反
情
だ
ろ
う

と
払
は
思
.つ
、
(
=

・一申九
)

評
論
家

工
・農
に
二
学
科
新
設
か

医
学
部
も
二
十
人
増
予
定

京
大
で
は
、
十
二
月
十
日
から
四十

年
度
京
大
学
生
募
第
要
項
と
入
学
臓
認

の
父
付
が
始
ま
る
。
来
年
炭
の
募
算
人

別
表
の通
り。
な
お
工
・展
・医
掌
螂

にお
いて
、
新
与
糾
が
創
設
さ
れ
る
場

合
およ
び既
設
字
糾
の
定
員
が
増
加
さ

れ
る協
台
に
は
、
別
の
募
集
人
員
が
総

更
され
る
。

な
お、
年
末
閣
謡
に
お
い
て
宰
科
新
設

と
増員
が減
認
さ
れ
る
と
へ
京
大
で
は

工
学部
に応
用
物
理
学
科
(四
十
)
と

膿
学部
に、
林
産
ユ
学
糾
(三
十
二
)

を新
設し
、
蟻
員
で
は
、
医
学
郎
の
二

十
人
増、
工
学
部
勧
生
工
学
肩
の
二
十

五
人
増
を
予定
し
て
いる
。

願
甫
申姦
埋
の
期
聞
は
、
十
日
遅
く

四
十
ヰ
ニ
月
一日
(月
)
か
ら
二
月
十

日
(水
)
の午
後
五
時
ま
で
で
配
込
の

場
台
も
同時
刻
ま
て
に
必
轡
の
こ
と
と

な
っ
て
いる
。

入
学
智
選抜
方
伝は
掌
力
試
駅
と
健

康
診断
と調
査
轡
を資
料
と
し
紺
台
し

て
行
なう
ζと
に
な
って
いる
。
学
力

試
験
の
実施
期
日
は
三
月
三
日
・四
〕ロ

。
五
目
で
時
間
割
も
例
年
通
り
で
あ

る
。
(参
照
)
な
お
玉
日
の
午
彼
、

嚢

健
康
診
断
が
ある
。
納
核
、
ト
.フ
コー

マ
、
そ
の
他
の葱
症
者
は
不
合格
と
な

る
。
ま
た
色
頁

商度
の
色
弱
首
、
視

力
障
冨
のは
な
は
だ
し
い首
は
医
・楽

学
酪
で
は
不
合楢
と
な
る
。
試
験
糾
目

は
次
の
颯
り
で国
甜だ
け
が
例
年と
逃

っ
て
い
。

国
踏

国
㎡
(甲
)

数
学
科
目
に細
分
せ
ず
、
範
囲
は

数
学
皿
ま
で
で、
頗
列
、
組
台
せ
、
確

率
、
統
計
を除
く
。
た
だ
し
、文
材
系

は
問
題
を
選択
する
こと
に
よ
って
奴

∬
ま
で
の
鮎
囲
内
でも
解
衙で
き
る
よ

う
に
出
題
され
る
。

社
会

社
会
・入文
剋埋
・笹
界
更

・日
本
史
の
四
科
目
の
つ
ちか
り
二
材

目
を
選
択
す
る。

外
国
聡

英
誘
・ド
イ
ツ
爵
・
フラ

ン
X
論
の
つ
ち
から
、
一か国
語
を
底

●

択
宮
O。

理
科

物
理
・化
掌
・生
物
。地
亭

の
四
科
目
の
つ
ち
か
ら、
二
材
目
を
磁

択
す
る
。
乗
学
部
を
志
願
す
る
人
は
二

科
目
の
う
ち
一科
臼
は
、
必
ず
化
学
を

選
択
す
る
.
工
掌
那
志
甑
誉
は
必
ず
初

理
、
・化
掌
を
選
択
す
る
。

注

慧

事

項

一、
出
頗
密
類
な
ど
の
郵
薫
を
希
望
す

ると
き
は
受
信
場
所
お
よ
び
受
悟
者
氏

名
を明
遥
し
十
円
(工
学
部
の
出
願
轡

類
を
希
望
す
る
場
会
は
二
十
円
)
切
手

をは
った
.雀

封
簡
角
五
(
一四
二
%

×
二
〇
血%
)
を
同
筒
し
、
志
願
す
る

掌
都
串
務
至
に
「願
欝
請
求
」
と
朱
轡

し
て
申
し
こ
む
こ
と
。

二
、
届
け
出
た
受
験
桝
目
の
う
ち
外
国

謂
は
受
験
の
際
変
更
で
き
な
い
。

三
、
工
字
部
志
願
者
は
入
掌
願
画
に
、

第
一お
よ
び
第
二
志
望
の
専
門
学
科
ま

た
は
系
午
科
を
明
出
す
る
。
農
学
部
志

願
百は
、
入
学
願
爵
に
.尋
門
学
科
の
志

望
厭
位
を
、
七
学
糾
全
部
に
つ
い
て
明

紀
す
る
。

四
、
大
字
入
学
實
梧
検
憲
の
合
絡
者
は

そ
の
成
績
証
崩
酋
を
調
査
爵
の
代
り
に

提
出
す
る
。

な
お台
格
省
の
免衰
の
期
日
は
三
月
二

十
一日
(木
)
で
各
学
師
の
掲
示
場
に

発
衰
さ
れ
同
時
に
本
人
に
も
通
知
さ
れ

る。

員
は
、
二
干
二
白
三
十
人
で
三十
九
ヰ

度
と
幾
わ
り
は
な
く
、
学
都
別
内訳
は

f

●一
●

◇入学願書
所冠の用紙に入学願齎・希望学部
・受験科目その也の必嬰事項を出

入する。
◇調葦湘F
足められた様式により出身学校長
によつて作旗されたもの。

◇入学検走料1500円
◇健康診断書
所定の用紙に保健所、国・公立の
病翫・診療所または出身字校医が
討開したもの。またその際に必ず
とL願3か月以内に撮影した胸部工
ツクス線間接写真フイルム1枚 を
健康診断醒甲紙に添付してあるポ
リエチレン袋に封入すること。

◇写真2枚
名刺聖半身脱帽正面向きで出願6
ヵ月以内に単身で撮影したものを
入学願沓付属用紙の所冠の場所に
のりづけする。

◇封個i1枚
規格畏型四(84%×250%)に 受偶
慨所および受信省名を明記し、50
円切手をはる。(受験票込付用)

◇官製はがき1枚
受信場所および受信者名を明記す
る。(獺脅受理遍知用)ただし本人
で直接字部窓口へ出願する場合は
:不必要。

以上の膚類その他をまとめて出身学
校長を通じて、あるいは本人が志顧
する学部に郵麸または学部の事務窓
口に直接提出する。

塗

学部 ・学科別募集人員

掌部 学科 募集人員

1;工 学 部

ヒ

文学 部
教胃学邪
法 学 部
経済学部
理常 部
医学 部
薬学 部

土 木 系
鉱山 宇科
二L業化学化
建 築 ㌻科
熔料化学科
化掌工学科
商分子化掌科
軌全-字 科
原 子 核
泌〔理:L学 料
合成化学科
機械系掌科
電気系二み科
金胴糸学桝

農 学 邸
農 掌 科
林 学 料
農芸化学科
農林生物掌科
農林工学 科
暇林経済学科
水 産 学 科
計

200富.

50≡.

1701ミ

220:ミ

2551

80三

801.

8651.

1∠5喜 ミ

35峯

501

90;ミ

3011

4011

40;1

2011

2011

401

4011

12011

ユ35!1

80;1
2101;

30三1

も311

40巽

15;{

34;1

35語

23

2230人

P

東
京
都
新
宿
区
矢
来
町
・
振
替
東
京
八
〇
八
番

追
放
さ楚
曇
暑
卜
ロツ干

ド

イ

ッ

チ

ャ
ー

"畢
生
の
三
部
作
"兜
訳
!

〈
第
三
郁
〉九
昊

売
ー

■
版
権
独
占

田
中
西
二郎
・橋
本
福
夫
・山
西
英
一訳

価
各

鞠
0
0
0
円

ス
タ
ー
リ
ン
政
策
に
対
す
る
ト
ロ
ツ
†
の
批
判
は
、
歴
史
上
未
曽
有
の
赤魯
ア
ロ護

発

し
た
。
こ
の
巷
で
は
、
追
放
さ
れて
から
唯
一人
「全
世
界
の
反
動
」
と抵
抗
し
つ
つ、
遂

に
魔
手
に
倒
れ
る
ま
で
の
ト
ロツ
千
1の
悲
惨
な
晩
年
が
、
迫
真
の
簿
に描
き
出
さ
れ
る
ー

第
鱒
部

武
装
せ
る
予
君
者
卜
ロ
ツ
キ
ー

絶
賛
発
売
中
〃

"

第
二
部

武
力
な
き
予
曾
者
ト
ロ
ツ
キ
ー

無
関
係
な
死

安

部

公
房

著
「無
関
係
な
死
」「人
魚伝
」「賭
」「夢
の

兵
士
」等
八
編
。
著
者
か
閤題
年「砂
の

女
」
に
至
る
ま
で
の数
年
間
に
、
未
知

な
小
説
世
界
を
構築
す
べく
前
衛
的
手

法
を
舷
使
し
て
試み
た
多
影な
異
色
年

を
収
め
る
。

窮
売申
・価
四
五
〇
円

南
獅の

男

子

文

六
著

二
十
年
ぶ
り
に島
児
島
を
訪
れ
た
著
者

が
、
そ
の
夜体
験
し
た
ス
リ
リ
ン
グ
な

出
来
事
!

モダ
ン
な
怪
談
「南
の男
」

他
「待
合
の
初
味
」「藤
原
青
年
」等
、
小

説
の
面
白
さ
浄濫
喫
さ
せ
る
傑
作
九鋪

を
収
め
る
。
十
日
鞘売
・価
三
二
〇
円

な
体
験

大
江

健

三
・郎

著
奇
型
の
わ
が子
の死
を
願
う
青
年
の

異
常
な
人
生
体験
を
天
才
的
文
体
で

描
き
、
若
き
世代
の
"誕
生
と
死
と

性
謬
の
深淵
を
扶る
。「芥
川
賞
受
賞

以
来
の
最
高
の傑
作
」
と
激
賞
さ
れ

た
力
作
。増
刷
菊
売
中
・価
四
四
Q
円

さ
迷
え
る
魂

黒

岩
重

吾

著
初
め
て
掴ん
だ
女
の
幸
福
の
影
に
忍
び

よ
る
暗
い
疑愚
ー

醜
い
看
護
婦
の
悲

劇
を
掘
く
「さ
迷
え
る
魂
」の
他
「仙
見

川
の
夜
」「火
口」「背
信
の
炎
」等
六
編
。

社
会
の
暗
部と
八間
の
内
面
相
剋
を
挟

る
傑
作
集
。
鞘
死
中
・樋
三
二
〇
円

の

ウほ
り湖

り伊

藤
桂

薯鮒
春
の
日
に
隣を
き
ら
め
か
せ
て
上
流
へ

身
を
躍ら
せ
る小
鮒
の
無
心
な
姿
、
そ

れ
は
老雄
と病
妹
と
の
貧
し
い
生
活
に

疲
れ
た
男
の
眼に
爽
や
か
に
映
った
。

自
伝
的
連
作
を
中
心と
し
た
珠
玉
作
九

編
を
収
め
る
。
糖夷
申
・価
三
三
〇
円

●
野
性
へ
の
旅

W

マ
ダ
ウ
ン
パ

戸

川

幸
夫

著
北
端
の
宗
谷
・知
床
か
ら
竃
喘
の
奄
葵

大
島
に
及
ぶ
酷
烈な
大
自
然
の
中
に
生

き
る
野
生
の動
物
た
ち
ー

そ
の
生
態

を
署
者
自
ら
の
ペン
と
カ
メ
ラ
で
追
跡

し
た
書
下
ろ
し冒
険
紀
行
。
カ
ラ
ー
・

写
真
版
多
数
・
鞘売
中
・価
六
八
◎
円

野
方
閑
居
の記

福
原
麟
太
郎
著

「野
方
閑
居
の
記
」
「読
雷
の
愉
し
み
」

「日
本
よ
、
よ
き
国
と
な
れ
」等
四
十
四

縄

半
生
を
学
究に
捧
げ
た
現
代
最
高

の
知
識
人
が
人
生
の喜
び
や
悲
し
み
、

四
季
と
り
ど
り
の自
然
等
を
綴
った
自

選
随
想
集
。

痴
売中
・価
玉
二
〇
円

月
の
+
E

三

好

達

治
著

月
の
う
ち
十
日
は旅
に
出
て
、
土
地
の

風
物
を
愛
で
人情
に
も
触
れ
て
み
よ
う

ー
ー
淀
の
竹
林
、鳥
取
の
砂
丘
、
四
国

祖
谷
渓
等
、
孤
高
の詩
人
が
綴
る
ユ
ニ

ー
ク
な
紀
行
。
他
に「東
京
雑
記」
「燈

下
言
」等
収
録
。彌亮
申
・価
五
七
〇
円

批
評
と
創
作
難
礫騨

中
村
光
夫
著
醗
醤
酸
蚕

贈
融

●
若
い
人
々
に
お
す
す
め
す
る
二
大
名
著
が

美
し
い
化
粧
箱
入
り
く
セ
ワ
ト
V
で
発
売
に
な
り
ま
し
た
〃

人
間
の
運
命

橋
の
な
い
川

(全
六
巻
)

芹
沢
光
治
良

価
二
三八
畠

(全
四
冊
)

住

井

す

ゑ

竺

三
大
o円

(自
由
分
売
も
い
た
し
ま
ず
.》

,

● .

429
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序

論

学
的
直
観
と

文

叫
び
の
根
源

文
学
的
直
観
と
い
わ
れ
る
も
の
があ

る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
こ
と
ぱ
と
し
てあ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
み
ず
から
を
た

の
む
人
間
の
、
究
極
の
拠
り
ど
こ
ろ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
。
或
る
穐
の

轟
も
ち
な
ら
ぬ
文
学
樹
年
が
、
切
り
札

に
、
文
学
的
直
観
を
い
う
と
き
、
わ
た

し
は
箸
に
も
棒
に
も
か
か
ら
ぬ
人
間

の
、
や
に
さ
が
っ
た
顔
つ
き
を
みる
。

憩
堕
と
お
も
い
あ
が
り
を
、
文
学的
直

観
と
懐
じ
こ
ん
で
い
る
に
す
ぎ
ぬか
ら

で
あ
る
。

け
れ
ど
、
あ
り
と
あら
ゆる
イ
デ
オ

ロ
ギ
イ
に
囲
純
さ
れ
、そ
のか
た
い壁

に
自
己
の
存
在
を
叩き
つけ
て
、
か
た

く
な
る
悪
戦
を
敢
行し
て
いる
人
間
が

あ
る
と
す
る
。
か
れは
、
な
にを
拠
り

ど
こ
ろ
に
、
む
く
われ
る
こと
お
そ
ら

く
な
い
苦
闘を
お
こな
って
いる
の

か
9
し
か
しへ
こ
の間
いは
ま
ち
が
っ

て
い
る
。
な
ぜ
なら
、
か
れ
は
拠
り
ど

ζ
う
と
い
っ
たも
のを
拒
否
す
る
た
め

の
た
た
か
い
を敢
行
し
て
いる
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
かれ
は
叫
ぷ
。
叫
び
は
、

無
憲
識
の
層、
意
識
の暗
黒
部
分
か
ら

発
す
る
。
か
れは
、
な
にを
、
な
ん
の

ため
に
叫
ん
で
匹る
の
か
、
よ
く
自
覚

し
な
い
。
け
れど
、
叫
び
の
根
源
と
い

(3)

 

う
も
の
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
張

じ

ぷ
ん
の存
在
と
わ
か
ち
が
た
く
あ
る
の

だ
と
いう
こ
と
を
へ
自
覚
し
て
い
る
。

こ
の自
覚
を
か
り
に
、
詩
人
・文
学
者

と名
づ
け
る
と
す
る
。
た
と
え
ぱ
、
伊

聚
静
雄
は
、
こ
の
慧
味
で
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
蒔
人
で
あ
った
。
「わ
が
ひ
と
に

与
う
る
哀
歌
」
は
か
れ
の
階
黒
節
分
か

ら
の叫
び
の
は
げ
し
い
表
現
だ
っ
た
。

だ
が
、
あ
る
時
期
、
叫
び
は
表
現
さ
れ

る
と
、
や
が
て
聾

と
し
た
脱
落
感
に

ゆ
き
つ
く
。
叫
び
の
時
期
は
、
す
ぎ
て

し
ま
う
と
危
機
と
し
て
か
え
り
み
ら
れ

生
命
の
燃
鷹
の
あ
と
の
、
た
の
し
み
さ

ざ
め
いて
送
る
生
活
の
術
を
体
得す
る

こ
と
にお
も
む
く
。
生
活
の
許人
と
い

う
も
の
が
、
こ
う
し
て
生
ま
れ
る。
日

本
の
す
ぐ
れ
た
掛
情
蒔
人
は
、
生
沽
の

詩
人
に
再
生
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば、

沈
黙
す
る
。
あ
る
い
は
、
詐
を捨
てて

小
説
を
硲
く
。

「魯
迅
は
文
学
者
で
あ
っ
た。
何
よ

り
も
文
掌
者
で
あ
っ
た
.
彼は
啓
験

者
で
あ
り
、
学
者
で
あ
り、
政治
家

で
あ
る
が
、
彼
は
文
学
者
で
あ
るこ

と
に
よ
3
、
つ
ま
りそ
れ
ら
を
棄

て
た
こ
と
に
よ
3
＼
現
れ
と
し
て

そ
れ
ら
で
あ
っ
た
。讐
…
小
説
さ
え

も
、
彼
は
棄
て
て
いた
かに
見
え

る
。
」

(
「御迅
」
)

躍鳴　
"ぎ隼

.°

叢
履
糠
蕊
藁

竹
内好
は
、
櫓
迅
と
いう
対
象
へ
の

評
言
をか
りて
"
じ
ぶ
ん
の
文
学
観
を

こ
のよ
う
に語
った
。
文
学
観
と
い
う

よ
り、
ひ
と
を文
学
者
た
ら
し
む
る
或

る
根
源
の
も
の、
と
で
も
い
った
方
が

い
い
。竹
内は
べ
つに
、
こ
れ
を
「蝋

の
自覚
」
と
か
「眈
罪
の
慧
識
」
と
か

の
こ
と
は
で、
規
定
し
よ
う
と
こ
こ
ろ

み
て
い
る。
そ
のと
さ、
竹
内
は
い
か

に
も
瞥し
げ
であ
る
。
簿
は
し
ぶ
り
、

粛
く
な
り、
絶
句
す
る
よ
う
に
、
こ
と

ばは
罎
かれ
て
いる
。
わ
た
し
は
、
こ

の
吉渋
を
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

芸術
とは
人
間
に
と
って
よ
ろ
こ
び
で

ある
へ
と
いう
よ
う
な
「芸
術
と
疎外
」

と
い
った
爵
物
を
器
い
た
諸
膚
と
は
へ

ま
さ
に正
反
対
の
位
相
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
わ
た
し
は
、
芸
術
が
よ
ろ
こ
び
で

あ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う
こ
と
の
ま
え

に
、
噛.術
と
は
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
へ
と

いう
よ
う
な
こ
と
は
を
、
た
め
ら
い
な

ぐ
吐く
芸
術
論
省
を
悟
じ
な
い
の
で
あ

る
。
同
様
に
、
現
実
変
革
の
文
学
と
い

う
ス
ロー
ガ
ン
を
、
後
生
大
嵐
に
抱
い

て
いる
文
学
者
も
信
じ
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
両
者
は
お
な
じ
穴
の
む
じ
な
で

あ
って
、
俗
流
芸
術
功
用
鍮
が
軟
化
し

て
「よ
ろ
こ
ぴ
」
に
な
った
か
、
硬
直

し
て
「現
実
笈革
」
に
な
っ
た
か
に
丁

ぎ
な
いの
だ
。

迅
の
叫
び
の

魯

わ
か
ら
な
さ

纏
迅
と
い
う
又
学
百が
、
小
脱を
甫
き

散
文
酵を
穫
き、
そ
れ
ら
を
捨
て
、
論

争
者
と
し
て雑
文
を
執
拗
に
爵
き
っ
づ

け
た
。
魯
迅
は
絶
望
膚
から
戦
士
に、

文
学
首
から
瞥
豪
香
に
か
わ
った
の

か
。
然
り、
そ
し
て
否
と
竹
内
は
答
え

る
。
魯
迅
は
か
わ
っ
たが
、
か
わ
ら

な
か
っ
た
と
答
える
。
「彼は
小
説

の
也
界
が
信
じ
られ
な
く
な
った
の

で
は
な
い
。
もし
儲
じ
られ
ぬ
と
す
れ

き
つ
つ
、
こ
ま
ご
ま
そ
こ
ら
を
取
り

か
た
づ
け
る
1

取
り
か
た
づ
け
る

こ
と
は
小
説
を
幽
く
こ
と
で
あ
っ

た
。
」

竹
内
は
、
櫓
迅
と
焦
迅
の
作
晶
と
の

サ

関
係
の
わ
か
ら
な
さ
を
あ
き
ら
か
に
し

よ
う
と
あ
が
き
な
が
ら
へ
窮
余
の
策
と

いう
ふ
う
に
、
岡
本
か
の
子
「巴
里

祭
」
の
序
を
ひ
っぱ
り
だ
し
て
く
る
。

四
十
歳
を
過
ぎ
、
五
十
に
な
ろ
う
と
し

て
短
歌
を
捨
て
、
小
説
を
脅
い
た
か
の

子
が
、
「こ
ま
ご
ま
取
り
か
た
づ
け

る
」
こ
と
は
、
「
小説
を
凶
く
こ
と
」

だ
った
。
か
の
子
と
い
う
作
家
が
、
作

品
か
ら
は
み
だ
し
て
い
る
と
し
て
も
、

と
に
か
く
彼
女
は
「小
説
を
爵
い
た
」

の
だ
った
。

魯
迅
は
三
十
八
歳
で
最
初
の
小
説

「狂
人
日
紀
」
を
鰐
い
た
。
最
初
の
レ

品
集
を
「納幌
」
と
名
づ
け
た
.
「哨

暇
」
は
「叫
び
」
で
あ
る
。
し
か
し
向

妙
な
こ
と
に
、
魯
迅
は
作
晶
の
甲
に
じ

ぶ
ん
を
措
て
て
い
な
い
、
と
竹
内
は
判

断
す
る
。
捨
て
て
い
な
い
の
は
、
叫
び

が
あ
って
、
そ
の
あ
と
で
「こ
ま
ご
ま

の
「わ
か
らな
い」
を
し
う
ね
く
く
り

か
えす
こと
で、
竹
内
じ
じ
ん
の
「叫

び」
を
対
象
化
し
よ
う
と
た
く
ら
ん
で

い
る
の
では
な
いか
。
魯
迅
の
「叫

び
」
の
笑体
の%
明
ある
いは
説
明
は

失敗
す
る
だろ
う
が、
失
敗
に
よ
って

お
の
れ
の
「叫
び」
の
こだ
ま
だ
け
は

礁
笑
に伝
わ
る
は
ず
であ
る
。

げ

「哨
臓」
自序
で、
魯
迅
は
、
「寂

軍
」
を
どう
し
て抱
く
よ
う
に
な
った

か
を
述
べ
て
いる
。
東
一鼠で
中
国
人
留

学
生を
講
ら
っ
て、
雑
誌
「新
生
」
を

計
圃し
、
失敗
し
た
こと
、
これ
以
後

「叔
輿」
を感
し
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
は肩
一
日と
つ
の
って
い
った
甘
し

か
し、
これ
は
「寂翼
」
の
原
閃
を
何

も
説明
し
て
いな
い、
と
竹
内
は
拍
摘

す
る。
魯
迅
の
「叫び
」
の
根
源の
冥

間
から
す
れ
は、
ま
こと
に
当
然
の
ζ

と
で
ある
。
「「
渤生
」
帯
件
」
と
仙

台
医
学
校
で
の
「幻
燈
事
件
」
と
い
う

二
つ
の
体験
に
よ
って
、
笛
迅
が
文
字

的
自覚
を
得
た
と
いう
「伝
説
」
を
へ

竹
内が
く
つが
えし
た
功
績
は
大
き
い

こ
の
伝
説は
民
族
の
た
め
、
中
国
民
衆

"魯
迅
精
神

"と

の
訣
別

だ
が

「究
極
の
場
所
」
を
竹
内
は

「叙
翼
」を
抱
くに
いた
った
自
覚
の

根
源
に
は
目
を
執
拗
に
注
いだ
が
、

「寂
冥
」を
魯
迅
が
ど
の
よ
う
に
治
癒

し
よ
う
と
し
た
か
、
あ
る
い
は
治
撤
し

よ
う
と
レ
な
か
った
戸と
い
う
点
に
は

ほ
と
ん
ど
振
り
む
か
な
か
った
。
そ
れ

は
竹
内
が
引
用
し
て
い
る
「腔
隅」
自

序
の
甲
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

「た
だ
自
分
自
身
の
寂
冥
だ
け
は
、

除
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
うた

そ
れ
は
私
に
と
って
あ
ま
り
に
も
苦

痛
で
あ
った
か
ら
。
そ
こ
で
私
は
¥

糧

の々
方
法
に
よ
って
、
自
分
の
鯛

を
麻
酔
さ
せ
、
自
分
を
国
民
の
中
に

沈
め
、
自
分
を
古
代
に
返
ら
せ
よ

と
し
た
。
そ
の
後
も
、
も
っ
と
大
き

な
寂
真
、
も
っと
大
き
な
悲
し
み

を
、
い
く
つ
も
直
接
体
験
し
た
り
、

傍
か
ら
眺
め
た
り
し
た
。
す
べ
て
私

に
と
って
、
思
い
出す
に
横
え
な

い
、
そ
れ
ら
を
私
の
目
と
い
っ
し
ょ

に
泥
土
の
甲
に
沈
め
て
し
ま
い
た
い

こ
と
は
か
り
で
あ
る
。
が
、
私
の
麻

酔
法
は
き
き
目
が
あ
っ
た
ら
し
く
、

青
年
時
代
の
慷
慨
悲
慣
の
気
持
は
も

う
起
ら
な
く
な
っ
た
。
」

鑛
嚢
響
難
犠

3
γ
メ
、
ご
宴
会
に
、
気
軽
に

御
利
用
下
さ
い
。

.大
将
軍
`
自
慢
の
味
と
値
段

で
学
生
諸
君
の
お
い
で
を
お
待

ち
し
て
峯

。

◇
コ
ン
パ
お
一人

昌
五◎
円
より

◇
献
立の
石

所
騒
器
。Q㎜
藷

}

◇
お
磁蟹
斜
・サー
彦
ス
科
・肇
斜
は
一切

盃
【で
す
.
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ど
の
部
分
に
移
行
さ
せ
た
の
か
●・OO

ぱ
、
そ
れは
初
め
か
ら
儲
じ
ら
れ
ぬ
の

で
あ
る。
」

「曽
て、
こ
の
やう
な
苦
悩
が
私
に

あ
っ
た
らう
か1

心
は
表
現
を
許

さ
な
い
厳
粛な
者
悩
を
口
含
み
つ

つ、
酷し
く
私
の
上
に
君
臨
し
て
ゐ

る
。私
は
奴
4の
や
う
に
す
す
り
証

と
取
り
か
たづ
け
る
」
と
い
つ
憲
昧
で

な
く
て
、
「着
物
を
脱
ぎ
猶
て
るよ
う

に
作
品
を
捨
て
て
い
る
。
」
な
ぜ
、そ

う
な
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い、
と
竹
内

は
い
う
。
こ
れ
は
、
魯
迅
の
「叫
び」

そ
の
も
の
が
、
騨
明末
司
能
だと
いう

意
味
に
な
る
。
な
ら
ぱ
、
竹
内
は、
ζ

の魂
を
救
う
た
め
と
いう
、
文
学
功
用

論
に
よ
って
し
つら
え
ぢ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
反
搭
尼
を
提
出
し
た
竹
内
の
功

績
は
大
き
いの
で
あ
る
。

し
か
し
、
竹
内
は
そ
の
慧
蛇
ふ
か
い

反
措
だ
へ行
く
途
中
で
、
ひ
と
つ
の
眩

大
な
問
題
を
飛
び
越
し
た
。
纏
迅
が

☆

た

た
か

な

生

し

活

者

の

叫

び

竹
内
は
こ
の
鄭
分を
、
ど
う
よ
んだ

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
はし
たた
かな
生

活
者
の
こ
と
ば
で
あ
る。
し
た
た
かな

生
活
者
の
こ
と
ば
と
よ
ん
で
こ
そ、

蟹
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最
近
、
さる
榊嵩罪文
学
全
集
の
一篇

と
し
}、

わ
たし
は
年
来
の
愛
読
憂
で

あ
る
ル〆
・
フ
ェル
デ
ィナ
ン
・セ
リ

ー
ヌ
の
長篇
小説
「夜
の
果
て
の
旅
」

を
訳
出す
る
機
会
に恵
ま
れ
た
。
外
国

文
学
、
と
く
に現
代
フ
ラ
ン
ス
文
掌
の

奪

.
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も

葦
篤

ド

、
"

.鍵

謹

槻

亀

。

り
.
、°(お

,ゲ

'

ダ

」
、

曽

一翻
訳
・紹
介
の
さ
か
ん
な
わ
が
国
の読

醤
界
に
も
セ
リー
ヌ
の
名
前
は
ほ
と
ん

ど
知
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
Z
フン
ス
立牽
の
駒
問
研
究
者
のあ

いだ
で
も
セ
リ
ー
ヌ
の
名
前
を
知る
者

は
儘
渉
で
あ
喰

ま
し
て
そ
の
作晶
に

じ
っさ
いに
目
を
と
お
し
た
人
聞は
数

え
る
ほ
ど
し
か
な
い
とみ
て、
ほ
ぼ
誤

り
は
な
い
現
状
で
あ
ろ
う
.
これ
は
わ

が
国
の
外
国
文
学
研
究
者
のあ
いだ
の

み
の
持
殊
現
象
な
の
か
。じ
じ
つは
、

フ
ラ
ン
ス
本
国
に
お
い
ても
、
この
部

情
は
大
差
な
い
と
い
える
の
であ
る
。

現
在
で
こ
そ
お
お
む
ね、
ほと
ん
ど
の

現
代
文
学
史
は
多
少
と
もセ
リ
ー
ヌ
に

ふ
れ
ぬ
も
の
は
な
く
、
「夜
の果
て
の

旅
」
の
作
者
は
、
ケ
ルト
ル
をは
じ
め

と
す
る
次
代
の
多
く
の文
掌
者
に
傑
大

な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、そ
の後
の
フ
ラ

ン
ス
文
学
の
色
彩
を
一痩
さ
せ
た
重
鍛

な
存
在
と
し
て
認
め
られ
、
文
学
史
上

ほ
ぼ
正
当
な
評
価
と
位置
を
回復
し
お

お
せ
た
よ
う
に
思
わ
れる
。
し
か
し
へ

こ
こ
数
年
削
ま
で、
セ
U
T
ヌ
の
名
前

は
フ
ラ
ン
ス
の
一切
の印
刷
物
か
ら
完

全
に
姿
を
消
k

こ
の国
の
現
代
文
掌

史
に
、
不
可
解
な空
白
を
つ
く
り
出
し

て
い
た
期
聞
が多
年
にわ
た
って
続
い

て
い
た
の
で
ある
。
とき
た
ま
そ
の
名

前
が
引
き合
い
に出
さ
れ
る
場
合
は
、

文
学
者
と
し
て
の価
値
は
棚
上
げ
さ
れ

「対
独
協
力
作家
」
「プ
ア
シ
ス
ト
文

栄者
」
と
い
う
不
名
誉
な
国
辱
的
存

在
の
一例
と
し
}、
は
げ
し
い
慣
り
を

こ
め
た
表
現
で
騨
り去
ら
れ
る
の
が
常

で
あ
っ
た
。
「狂
沸作
家
」
と
い
う
レ

ッ
テ
ル
をは
り
つけ
た
著
名
な
現
代
文

学
史
も
現
に
存在
す
る
ほ
ど
で
あ
る
。

「文
学
の共
和
国
」
の
な
か
で
セ
リ

晋
ヌ
が
ほ
ぼ
市民
権
を回
復
し
た
よ
う

に
思
える
現
在
でも
、
「対
独
協
力
作

家」
「フ
ァシ
ス
ト
作
家
」
と
い
う
不

都
合
な
前
科
は
そ
の
塵

か
ら
完
全
に

消
し
去
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
年

前
、
パ
リ
郊
外
ム
ー
ド
ン
の
随
屋
で
不

遇
のう
ち
に
セ
リ
ー
ヌ
が
口
を
去
った

と
き
¥
葬
儀
の
妨
署
を
お
そ
れ
て
遺
族

の者
は
死
亡
発
衰
を
さ
し
控
え
、
ま
た

地
区
司
祭
は
こ
の
(国
賊
作
家
V
の
葬

蟻
執
行
を
姫
絶
し
た
と
い
う
一事
が
、

よ
く
こ
の間
の
事
情
を
諾
って
い
る
。

今
回
の翻
訳
を
機
会
に
わ
た
し
は
へ

所
謂
(フ
7
シ
ス
ト
的
V
蟹
作
と
評
さ

れ
、
セ
リ
ー
ヌ
戦
犯
説
の
齢
拠
と
し
て

常
に
授
用
さ
れ
る
、
こ
ん
に
ち
絶
版
の

運
的を
余
鰻
な
く
さ
れ
て
い
る
、
入
手

の
き
わ
め
て
凶
難
な
戦
時
中
の
時
郁

評
論
の
類
を
も
含
め
て
、
ほ
ぼ
全
著
作

に
目
を
と
お
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

結
果
、
「フ
ァ
シ
ス
ト
作
家
」
「協力

派
作
家
」
或
い
は
「辻
人
作
家
」
と
い

った
、
従
米
情
識
的
に
無
批
判
に
受
け

入
れ
ら
れ
て
き
た
セ
リ
ー
ヌ
像
が
、
じ

っさ
いは
感
意
に
よ
って
歪
め
ら
れ
た

デ
ッ
チ
あ
げ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
意

外
な
謬
笑
に
突
き
当
た
って
、
は
な
は

だ
し
い
困
感
を
覚
え
た
。
岡
時
に
、
こ

の
よ
う
な
事
態
を
生
み
だ
す
に
至
っ
た

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
個
と
、
現代
フ

ラ
ン
ス
文
壇
の
性
格
に
つ
い
て、
さ
ら

に
ま
た
異
国
の
又
学
の
受
け
取
り
か
た

の
む
ず
か
し
さ
に
も
園
連
し
て、
根
本

マ
ル
ロー
、
サ
ル
ト
ル
、
サ
ン
・テ

グ
シ
ュ
ペリ
、
ア
ラ
ゴ
ン
、
ヴ
ェル
コ

ー
ル
、そ
の他
、
お
そ
ら
く
数
え
あ
げ

れ
ば枚
挙
に
いと
ま
な
いで
あ
ろ
う
。

さ
ら
にま
た
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
を

つ
ら
ぬ
く基
調
、
フ
ラ
ン
ス
作
家
た
ち

の
公
認理
念
は
、
「レ
ジ
ス
タ
ン
ス
精

神
」
の延
長と
見
て
お
そ
ら
く
さ
し
つ

か
えな
い
であ
ろ
う
。
戦
中
の
「深
夜

叢
爵」
を
皮
切
り
に
、
戦
後
お
び
た
だ

し
く
氾濫
し
た
抵
抗
運
励
の
央雄
た
ち

の
回想
記
録
類
の
時
代
は
い
ち
お
う
過

ぎ
去
った
に
し
て
も
へ
現
在
も
な
お
抵

抗
運
動
は
作
家
た
ち
が
好
ん
で
取
り
上

げ
る
テ
ー
マで
あ
り
、
抵
抗
の
英
雄
の

前
歴
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
って
最
尚
の

栄誉
であ
り
、
協
力
派
は
「ろ
く
で
な

と

の代
名
辞
で
あ
る
事
態
に
は
、
い

さ
さ
かの
か
わ
り
も
な
い
よ
う
だ
。
そ

二
+
レ
の
鼠
月
を
経
て
く
す
ぶ
り
つ
づ

とは
た
し
か
であ
る
。

け
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
ほ
ど
、
蔦
え
よう

し
か
し
こ
の
対
立
は
文
学
の
笹
界
に

に
よ
っ
て
は
バ
カ
バ
カ
し
い
も
の
は類

お
いて
も
別
外
で
は
な
い。
フ
ラ
ン
ス

が
な
い
。
抵
抗
派
が
い
ち
が
い
に
立派

文
壇に
お
け
る居
心
地
の
よ
さ
は
、
レ

な
人
間
ぱ
か
り
だ
っ
た
と
も
い
い
きれ
・ジ
ス
タ
ン
ス
への
参
加
の
展
合
い
に
止

ま
い
。
お
し
な
べ
て
抵
抗
派
は
「茜
土

」
協
力
派
は
「患
玉
」
の
レ
ソ
テ
ル
を

は
り
つ
け
る
の
も
捕
梢
な
も
の
だ。
セ

リ
ー
ヌ
が
い
う
よ
う
に
、ド
イ
ツ
人と

向
い
合
え
ば
お
瓜
辞
を
並
べ、
か
げ
に

回
っ
て
(
ド
イ
ツ
野
郎
く
た
ば
れ
/
V

と
ボ
ソ
ボ
ソ
つ
ぶ
や
く
手合
い
が
おお

ぜ
い
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ド
イ
ツ
軍
に
攻
め
入
ら
れ
た
と
き
、
あ

お
く
な
っ
て
逃
げ
だ
し
た
臆
病
者
が、

連
合皿
の
上
隆
と
岡
時
に
、
俄
に英
雄

づ
ら
し
て
抵
抗
派
を
自
称
レ
だし
た例

も
ま
れ
で
は
な
か
ろ
う
。

問
様
に
「協
力
派
」
と
いわ
れる
煙

比
例
し
て
き
ま
る
と
い
って
も
あ
な
が

ち
云
いす
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
戦

後、
久
ヒ

粕
た
れ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス

文
壇
の
消
恩
が
よ
う
や
く
わ
が
国
に
も

伝
えら
れ
だ
し
た
と
き
、
対
独
協
力
の

か
ど
で
執
筆
を
さ
し
止
め
ら
れ
た
(
載

犯
文
学
首
Vの
あ
いだ
に
、
モ
ン
テ
ル

ラ
ン
、
ジ
ャン
・ジ
オ
ノ
、
シ
ャ
ル
ド

ン
ヌ
、
サ
ル
七ン
、
モ
ノ
ラ
ン
、
A
・

ド
・シ
ャト
↓
ノリ
ァ
ソ
と
い
った
、

戦
前
か
ら
す
で
に
そ
の
性
贔
に
親
し
み

人
柄
や
拙
想
傾
向
を
心
衛
て
い
る
作

家
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を
見
出
し
た
と
き
㍉

わ
た
し
は
な
ん
と
し
て
も
胴
に
お
ち
ぬ

国
籍
喪
失
の
文
学
者
達

的
な
反
省
を
強
い
られ
た
の
で
あ
る
。

セ
リ
ー
ヌ
戦
犯説
の不
合
理
性
に
つ
い

て
は
、
邦
訳
の
解鋭
にや
や
く
わ
し
く

記
し
た
の
で
、繰
り
返
し
を
さ
け
、
こ

こ
で
は
、
文
学
首
の戦
犯
問
題
に
も
関

連
す
る廓
柄
とし
て、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

運
動
に
た
い
する
従
来
の
騨
価
の
あ
り

か
た
に
つ
い
て、
わ
た
し
な
り
に
感
じ

た
疑
問
申実
問
題提
起
の
か
た
ち
で
、

か
ん
た
ん
に
見
出し
て
お
く
だ
け
に
と

ど
め
た
い
。す
なわ
ち、
第
二次
大
戦

後
の
フ
ラ
ン
ス文
学
は
、
結
論
的
に
い

え
は
、
「レ
ジス
タ
ンス
独
裁
」
の
は

な
は
だ
歪
め
ら
れ
た性
格
の文
学
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろう
か
。
文
塊
で
代

衰
的
位
雌
を
占
め
る
作
家た
ち
は
、
い

ず
れ
も
例
外
な
く
旧レ
ジ
スタ
ン
ズ
闘

土
の
肩
醤
を
持
つ
連
申
は
か
りで
あ
る

待
た
れ
る
正
当
な
再
評
価

こ
に
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
「抵
抗派

」
即
「正
義
の
味
方
」
と
い
っ
た
、
テ

レ
ビ
の
少
廷向
番
組
め
い
た
安
易
な
偏

理
観
と
、
素
朴
な
英
雄
主
義
が
晒
を
き

か
せ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
「フ

ラ
ン
ス
人
は
忘
れ
っ
ぽ
い
」
と
い
う
唯

が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
対
独
抵
抗
を

め
ぐ
る
対
立
に
か
ん
し
て
は
、
フ
ラ
ン

ス
人
の
も
の
憶
え
の
よ
さ
に
、
わ
た
し

な
ど
は
た
だ
た
だ
舌
を
ま
く
ほ
か
はな

い
。
第
二
次
大
戦
を
境
に
、
フ
ラ
ン
ス

国
民
は
感
情
的
に
は
っ
き
り
二
っ
の
敵

対
陣
営
に
分
割
さ
れ
た
と
い
っ
て
い
い

す
ぎ
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

根
拠
の
な
い
憎
し
み
と
優
越
感
は
、

裏
返
え
さ
れ
た
憎
し
み
と
優
越
懸
以
外

の
な
に
も
の
も
生
み
出
さ
な
い
。
抵
抗

派
作
家
」
あ
る
派
と
協
力
派
の
対
立
が

中
の場
台
に
も
、
そ
の色
合
いは
区
々

ま
ち
ま
ち
の
は
ず
だ
。
パ
リ
が
ド
イ
ツ

軍
に占
領
さ
れ
た
当
時
、
居
残
った
人

は々
、
逃
げ
出
そ
う
に
も
、
亡
命
に
必

要
な
資
力
も
有
力
筋
の
ツ
テ
も
持
た

ぬ
、
裸
一貫
の
庶
民
が
大
耶
分
だ
っ

た
。
ユダ
ヤ系
の
資
本
家
な
ど
は
、
さ

さ
と
利
擢
を
海
外
に
持
ち
出
し
へ
安
全

な
場
所
か
ら
ド
ゴ
ー
ル
を
先
凱
に
立
て

て
遠
吠
え
し
て
いた
臆
病
犬
の
群
、
と

い
う見
方
だ
って
成
り
た
つ
わ
け
だ
。

逆
に、
じ
っさ
いに
ド
イ
ツ
人
と
濱
極

的
に協
力
し
た
運
中
も
、
全
部
が
火
事

場
泥
棒
的
な
売
国
奴
だ
った
わ
け
で
は

ある
ま
い、
翼
に
祖
国
の
利
益
の
た
め

を
は
か
り、
独
仏
の協
力
の
う
ち
に
ヨ

聾
ロ
ッ
パ平
和
の希
鶉
を
託
し
て
献
身

的
に
行
動
した
誠
意
の人

も々
いた
こ

も
の
を
感
じ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
いる

も
と
も
と
フ
ー
シ
ス
ト
的
傾
向
の
う

か
が
わ
れ
た
モ
ン
テ
ル
ラ
ン
、ド
・シ

ャ
㌃

ブ
リ
ア
ン
、
そ
れ
に
シ
ャル
ド

ン
ヌ
・モー
フ
ン
な
ど
の
芸
術
艶上
ま

義
者
の
塞
協
は
当
机
の
成
り
行き
と
し

て
も
¥
か
つ
て
「服
従
の拒
由
」
を
著

わ
し
、
一切
の
暴
力
を
合定
し
、
個
人

の
権
利
を
勇
敢
に
擁
護
し
たジ
ャン
・

ジ
ォ
ノ
や
、
ボ
ヘ
ミア
ン
芸循
家
の
目

由
の
伝
統
を
ま
も
り
と
お
し
、
晩兄
を

ア
ナ
キ
ー
ズ
ム
の
歴
史
の研
究
に打
ち

込
む
ア
ン
ド
レ
・ケ
ル
モ
ンま
で
が、

ナ
チ
ス
に
「協
力
」し
た
とは
、
ど
うし

て
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

今
日
判
明
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
「協

力
」
と
は
、
要
す
る
に
、
レ
ジ
ス
タ
ン

ス
への
コ
公
勢加
」
と
い
う
こ
と
に
す

ぎ
な
か
った
の
で
あ
和
。

こ
れ
ら
一時
的
(
執
紬禁
止
V
の
二

級
・三
紘
戦
犯
作
家
たち
の
ほ
か
には

い
ま
も
って
公
式
の名
誉
回復
を
評さ

れ
な
い
幾
人
か
の
(
一級
戦
犯
文
学
者

V
の
む
れ
が
い
る
こと
も
、
わ
れ
わ
れ

は
忘
れ
て
は
な
らな
い
。国
粕
剥鶯
、

資
蔭
没
収
の
判
決
を
冒
い渡
さ
れ
た
セ

リ
ー
ヌ
、
終
戦
と同
晦
に
目殺
をと
げ

た
わ
が
国
に
も
よ
く知
ら
れ
た
小説
塚

ド
」
ユ
・ラ
・
ロ
ッシ
ェル
、
将
米
を

惜
ま
れ
っ
っ
死
刑台
上
に着
い生
命
を

奪
わ
れ
た
感
性
豊
かな
文
云批
評
家
ロ

ベ
リ
ル
・ブ
ラジ
カ
ック
、
終
身
刑
を

寛
告
さ
れ
獄
中
にお
い
て戦
後
説
小
の

か
く
れ
た
傑
作
「二国
旗
」
を
脱
禍
し

終
え
た
ノ
ユ
シ
アン
・ル
バ
ナ
、
二
'

レ
ン
ベ
ル
グ
裁
判
を批
判
し
た
かど

で
、
投
獄
一力
年、
著
樗
押
収
の
災
を

舅
に
ま
ね
い
た
十
九
血紀
小説
研
究
の

権
威
モ
ー
リ
ス
・
バル
デ
ー
シ
ュな
ど

最
後
に
、
しめ
く
く
り
と
し
て
バ
ル

デ
ー
シ
'
ー
の問
鬼
の禁
醤
「ニ
ユレ

ン
ベ
ル
グ
、約
束
の土
地
」
の
内
容
を

か
い
つ
ま
ん
で
紹介
し
て
終
り
た
い。

バ
ル
デー
シ
ュ
によ
れ
ぱ
・
ニ
ユ
レ

ン
ベ
ル
グ
裁判
は
麗
め
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
勝
利者
によ
って
構
成
さ
れ
る

法
庭
が
敗
北
首
を
さ
ば
く
こ
と
が
(
計

し
が
た
い
V行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
す

べて
の
国
の
法
学
者
が
一致
し
て
認
め

る
と
こ
ろ
だ
。
カ
タ
ン
の
大
鱗
慮
殺
首

た
る
ロシ
ア
人
や
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
(
人

類
撲
滅
首
Vた
る
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
っ

て
ド
イ
ツ人
に
向
け
ら
れ
た
裁
判
の
滑

稗
さ
に
っ
いて
は
、
あ
き
れ
る
ほ
か
は

な
い、
と
…
…

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
口
に
す
る
こ

と
が
、
牢
獄
に
、
死
刑
台
に
通
ず
る
、

け
っ
こ
うな
民
王
主
義
の
御
代
に
、
わ

た
した
ちは
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
(京
大
文
学
部
助敦
授
・仏
文
掌

セ
リ
ー
ヌ「夜
の
果
て
の
旅
」の
訳
者
)

「自
分を
国
民
の
中
に
沈
め
、
自
分
を

古代
に
返ら
せ
よ
う
と
し
た
」
治
癒
法

が、
な
ん
の治
撤
で
も
な
か
った
こ
と

が
わ
かる
の
であ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ

から
十
年
た
って
、
魯
迅
は
、
つ
ぎ
の

よ
うな
散
文
詩
風
の
も
の
を
凶
き
さ
え

す
る
の
で
ある
。

「私
は
た
だ
の
影
だ
。
尉
に
別
れ
て

晒
黒
のな
か
に
沈
も
う
と
思
う
。
だ

が
断黒
も
私
を
合む
だ
う
つ。
だ
が

光
明
も
私
を
消
す
か
も
し
れ
ぬ
。

だ
が
私
は
、
明
階
の
聞
に
さ
ま
よ
う

のが
いや
だ
。
私
は
晴
黒
の
な
か
に

沈
ん
だ
方
が
い
い
。

だ
が
私
は
、
結
局
、
明
晒
の
同
に
さ

ま
よ
う
。
黄
再
で
あ
る
か
、
黎
明
で

あ
る
か
を
私
は
知
ら
ぬ
。
私
は
か
り

そ
め
に
、
灰
色
の
手
を
挙
げ
て
}杯

の
酒を
飲
み
ほ
す
ま
ね
を
す
る
。
私

は
時
さ
え
知
ら
ぬ
と
き
に
、
た
だ
ひ

と
り遠
く
行
こ
う
。
」

(「膨
の
告
別
」
)

テー
マ
と
いう
こ
と
に
な
れ
ば
¥
ζ

れは
、
魯
迅
の
、
は
げ
し
く
変
遷
す
る

同時
代
の政
治
状
況
に
た
い
す
る
態
度

と
いう
こと
に
な
る
だ
ろ
う
。
竹
内
の

こ
と
ばだ
った
ら
、
「彼
は
退
き
も
し

な
いし
、
邊
従
も
し
な
い
」
と
い
う
、

頑
強な
「担
孔
」
の
詩
的
表
現
で
あ

る
。
ここ
に
は
、
強
烈
な
生
活
者
と
階

黒
か
ら
の
【叫
び
」
が
同
層
し
て
い

る
。
混
沌
で
あ
る
。
生
活
首
の
顔
を
ひ

た
す
ら
よ
も
う
と
す
れ
ぱ
、
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
イ
の
い
った
「猫
の
生
活
力
」

が
こ
こに
あ
る
。
思
想
者
と
し
て
み
れ

ば
ス
ラ
ブ
派
と
西
欧
派
の
対
立
の
ま
っ

た
だ
中
に
全
身
を
よ
こ
た
え
よ
う
と
し

た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
お
も
わ
せ
る

も
の
が
あ
る
。
「困
民
の
中
に
じ
ぷ
ん

を
沈
め
た
」
鶴
迅
が
、
む
く
む
く
と
起

き
上
って
叫
ぷ
の
で
あ
る
。
起
き
上
っ

た
魯
迅
と
は
、
な
に
を
叫
ん
だ
と
し
て

も
、
答
え
る
も
の
は
、
ち
み
も
う
り
よ

う
の
た
ぐ
い
し
か
な
い
と
い
っ忙
境
地

に
い
る
は
ず
で
あ
る
。

[
書

た
・
警

れ
を
と
、
強

烈
な
生
活
省
と
呼
ぴ
う
る
の
だ
ろ
う
か

載
後
、
竹
内
は
、
「魯
迅精
神
」
と

い
つ武
器
を
も
っ
て
、
「日
本イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
」
に
挑
戦
し
た
。
「魯
迅
糟
神

し
を
武
器
と
す
る
と
は
、
ど
ん
な思
想

的
い
と
な
み
を
い
う
の
か。
い
った

い
、
「魯
田
精
神
」
を
武器
とす
うま

で
に
な
った
と
き
竹
内
は
「魯迅
精

神
」
と
い
っ
た
も
の
が
、武
器
た
り
つ

る
の
か
。
お
そ
ら
く
「棉珊
糟
神
」
と

ど
こ
か
で
、
暗
獣
の
醗
別を
かわ
し
た

の
で
あ
る
。

「陶
葉
を可
能
に
す
る
も
のは
へ
間

時
に
冨
葉
の
非
厚
在
も
可
能
に
す

る
。
有
が
塞
仕
な
ら
ぱ無
も
ま
た
笑

在
で
あ
る
。
無
は
有
を可
能
に
す
る

が
、
有
に
お
い
て
無
自身
も
可
能
に

す
る
。
そ
れ
は
いわ
ば耀
籾
の
混
沌

で
あ
る
。
「永
遠
の葦
而者
」
を
影

に
持
っ
た
現
在
の行
動
省
の
作
れ
る

根
源
で
あ
る
。
そ
、)て、
文
学
者
魯

迅
が
啓
蒙
者魯
迅を
無
限
に
生
み
出

す
窮
極
の
場
所
で
あ
る。
」

こ
れ
は
へ
昭
和十
八
年
の処
女
作
「

魯
迅
」
の
精
誘
と
みな
して
よ
い。

「智
迅
は
、
奴
隷
の
身
分
を
自
覚

し
、
脱
却
の
行
動
を
起
レ
た人
で
あ

る
。
稗
迅
の
よ
う
な
人間
が
可
能
に

な
った
の
は
、
魯
迅
の
国
に文
化
の

独
立
の
伝
統
が
あ
っ
た
から
も
し
れ

な
い
。
彼
は
、
脱
却
の
ため
に外
の

力
を
借
り
ら
れ
な
い
こ
と
を知
って

い
た
。
し
か
し
彼
は
「自分
の
肉
を

焼
く
た
め
に
」
外
国
か
ら
「火
を
盗

ん
だ
。
「私
は繍
迅
から
火
を
盗
み

た
い
と
思う
。
し
かし
へ
私
た
ち
の

国
で
は
、
そ
の
火
さ
え
b
因を
焼
か

ず
に
祭
壇
の
燈
明
に
され
るか
も
し

れ
な
い
。
」

こ
れ
は
、
戦
後
に
な
っ
て
薄
い
た

「魯
由
」
の
結
語
で
あ
る。
訣
別
は
た

し
か
に
な
さ
れ
た
の
であ
る。
啓
蒙
省

蕊
迅
を
生
み
だ
す
「窮極
の勘
所
」
で

あ
る
文
学
省
縛
罰
と
の
映別
が、
竹

内
の
囚鄙
で、
晴
黙
の
う
ちに
、
ひ
そ

か
に
お
こな
わ
れ
た
の
であ
る
。
そ
の

と
さ
、忘
れ
てな
らぬ
こ
とは
、
あ
の

陪
い
「叫
ひ」
を
発し
た
強
烈
な
「生

活
首」
が、
竹
囚
の
囚部
で
、
な
に
か

べ
つ
の
「生
活
者
」
に
積
す
べ
り
を
は

じ
めた
にち
が
いな
いの
で
あ
る
。

(つづ
く
)
(文
芸
解
髄
家
)

4go門3届 響長
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