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吉
行
淳
之
介
『
驟
雨
』
の
一
考
察

│
空
間
に
関
わ
る
表
現
を
中
心
に
│

増
　
田
　
正
　
子

一
、
は
じ
め
に

『
驟
雨
』（
吉
行
淳
之
介
）
は
娼
婦
の
街
を
舞
台
に
し
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
昭
和
二
九
年
二
月
『
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
で
あ
り
、
第
三
十
一
回
（
昭
和

二
九
年
上
半
期
）
芥
川
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

主
人
公
山
村
英
夫
は
、
人
を
愛
す
る
こ
と
の
煩
わ
し
さ
を
避
け
、
好
ん
で
娼
婦
の
街
へ
で
か
け
る
。
娼
婦
と
の
関
係
が
「
遊
戯
の
段
階
」
に
と
ど
ま
る
と
考
え
、
自

ら
の
精
神
の
「
衛
生
」
に
適
っ
て
い
る
と
し
て
い
た
が
、
意
に
反
し
て
娼
婦
の
道
子
へ
と
心
が
傾
斜
し
、
精
神
の
均
衡
を
失
っ
て
い
く
。

本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
『
驟
雨
』
の
空
間
に
関
わ
る
表
現
に
着
目
し
考
察
を
試
み
る
。
小
説
の
「
空
間
」
に
着
目
し
、
設
定
、
描
写
方
法
、
表
現
効
果
を
考
察
し
、
そ

れ
ら
が
テ
ク
ス
ト
の
読
み（
解
釈
）と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
観
点
で
分
析
を
試
み
て
い
る）

1
（

。
本
稿
も
そ
の
流
れ
の
一
つ
で
あ
り
、
吉
行
淳
之
介
の
研
究（
作

一
、
は
じ
め
に

二
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
垂
直
性

三
、「
内
部
の
光
」
対
「
外
部
の
光
」

四
、「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」「
急
に
」
と
対
象
認
知

五
、
お
わ
り
に
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家
論
、
作
品
論
）
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

『
驟
雨
』
で
は
「
娼
婦
の
街
」
の
「
道
子
の
部
屋
」
を
中
心
と
し
て
、
繁
華
街
の
通
り
、「
時
計
屋
」、
劇
場
の
地
下
の
「
喫
茶
店
」、「
食
堂
」
な
ど
登
場
人
物
の
移

動
に
伴
う
複
数
の
空
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
小
説
に
お
け
る
「
場
」
は
、
基
本
的
に
は
登
場
人
物
た
ち
が
行
動
す
る
場
所
が
具
体
的
空
間
と
し
て
描
か
れ
る
。
さ
ら
に
、

小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
や
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
そ
の
空
間
の
持
つ
重
要
性
は
異
な
る
が
、
具
体
的
空
間
は
時
と
し
て
象
徴
的
空
間
と
な
る
。
空
間
の
象
徴
度
が
高
い
テ

ク
ス
ト
の
分
析
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
の
表
現
機
構
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

『
驟
雨
』
お
け
る
空
間
の
方
向
性
は
、
大
き
く
は
横
方
向
へ
の
移
動
と
い
う
水
平
性
か
ら
、
上
下
と
い
う
垂
直
性
に
変
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
内
外
部
と
い
う
空
間

領
域
に
関
わ
っ
て
は
、「
光
」「
闇
」
の
対
比
と
と
も
に
、
主
人
公
の
感
覚
（
五
感
）
を
中
心
と
し
た
対
象
認
知
の
あ
り
よ
う
が
見
ら
れ
る
。
以
上
の
観
点
を
中
心
に
先

行
文
献
に
知
見
を
得
つ
つ
、
考
察
を
す
す
め
る
。

二
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
垂
直
性

冒
頭
で
の
山
村
英
夫
は
日
曜
日
の
繁
華
街
の
混
雑
し
た
群
衆
に
「
押
さ
れ
て
」「
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
動
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
」
に
な
り
「
そ
の
こ
と
に
は
、

彼
を
苛
立
た
せ
は
し
な
い
」
と
あ
る
心
地
よ
さ
と
も
い
え
る
感
覚
を
い
だ
い
て
い
る
。
自
ら
の
手
で
山
村
と
い
う
家
系
を
断
絶
さ
せ
た
い
と
願
い
、
現
実
生
活
か
ら
あ

え
て
遠
い
と
こ
ろ
に
身
を
お
く
青
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
娼
婦
道
子
と
の
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
向
か
う
途
中
「
そ
の
と
き
、
彼
は
胸
が
と
き
め
い
て
い
る
こ
と
に
気
付

い
」
て
、「
自
分
の
心
臓
に
裏
切
ら
れ
た
心
持
」
に
な
り
「
思
い
が
け
ず
彼
の
内
に
這
入
り
こ
ん
で
き
た
こ
の
感
情
は
、
彼
を
不
安
に
し
た
」
と
あ
る
。
肉
体
と
精
神

を
分
か
ち
、
他
者
に
よ
っ
て
自
己
の
精
神
が
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
を
故
意
に
避
け
て
い
た
男
が
、
不
意
に
自
分
の
内
部
か
ら
屹
立
す
る
感
情
に
揺
ら
ぐ
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。

高
見
順
は
主
人
公
に
つ
い
て
〈
押
さ
れ
る
ま
ま
に
「
押
さ
れ
て
い
る
」
ほ
か
は
な
く
、
人
を
押
す
心
を
失
わ
さ
れ
て
い
る
こ
う
い
う
現
代
青
年
に
と
っ
て
は
、
娼
婦

と
の
交
渉
が
も
っ
と
も
「
精
神
の
衛
生
に
適
っ
て
い
る
」
の
だ
が
、『
驟
雨
』
の
山
村
英
夫
は
娼
婦
道
子
を
「
愛
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の
分
身
を
持
つ
」
こ

と
に
な
っ
た
〉
と
明
快
か
つ
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
〈
こ
の
「
押
さ
れ
て
い
る
」
だ
け
の
山
村
英
夫
が
、
ど
う
し
て
「
愛
す
る
」
と
い
う
、
人
を
押
す

積
極
性
を
持
ち
え
た
の
か
、
そ
れ
を
も
う
一
度
考
え
る
必
要
が
あ
る
〉
と
問
い
か
け
る
。
そ
し
て
主
人
公
に
つ
い
て
〈
現
代
社
会
の
人
間
疎
外
に
よ
っ
て
「
押
さ
れ
て
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い
る
」
青
年
〉
と
し
、〈
そ
の
よ
う
な
「
疎
外
さ
れ
た
」
青
年
の
主
体
性
の
回
復
の
問
題
と
し
て
、
吉
行
が
「
性
」
を
重
要
視
し
て
い
る
か
ら
だ
〉
と
す
る）

2
（

。

こ
の
よ
う
に
『
驟
雨
』
で
は
「
愛
す
る
こ
と
は
、
こ
の
世
に
自
分
の
分
身
を
持
つ
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
に
た
い
し
て
の
顧
慮
が
倍
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」

と
し
て
、「
愛
す
る
と
い
う
」
関
係
を
避
け
て
き
た
英
夫
が
、
安
全
で
あ
っ
た
は
ず
の
娼
婦
道
子
と
出
会
い
、
心
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
と
い
う
変
容
が
描
か
れ
て
い
る
。

で
は
、
様
々
な
関
係
を
避
け
て
い
た
主
人
公
は
な
ぜ
「
娼
婦
の
街
」
と
い
う
空
間
へ
出
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
山
村
英
夫
は
「
現
在
の
こ
の
町
（
娼
婦
の
街　

筆
者

注
）
に
は
、
心
に
絡
み
つ
い
て
く
る
触
手
が
な
い
」「
平
衡
を
保
と
う
と
し
て
い
る
彼
の
精
神
の
衛
生
に
適
っ
て
い
る
と
、
彼
は
看
做
し
て
い
た
」
と
あ
る
。
先
述
し

た
高
見
順
の
説
と
関
連
す
る
が
長
部
日
出
雄
は
〈
吉
行
淳
之
介
に
と
っ
て
娼
婦
の
街
と
は
、
肉
体
と
い
う
確
か
な
も
の
を
手
が
か
り
に
し
て
、
精
神
と
い
う
不
確
か
な

も
の
を
探
る
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
〉
と
述
べ
る）

3
（

。
ま
た
、
塩
崎
文
雄
も
〈
吉
行
に
と
っ
て
の
「
性
」
と
は
、
断
ち
切
ら
れ
た
人
間
関
係
の
な
か
で
、「
孤
絶
」
の

き
わ
み
に
立
ち
つ
く
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
お
の
れ
が
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
回
復
す
る
た
め
の
「
通
路
」
で
あ
り
、「
橋
」
で
あ
る
の
だ
〉
と
述
べ
て
い
る）

4
（

。

小
説
の
登
場
人
物
と
作
者
を
同
一
視
し
な
い
が
、
主
人
公
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
山
村
の
試
み
も
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
疎
外
さ
れ
て
い
る
」
主
人
公

は
、「
娼
婦
の
街
」
と
い
う
異
空
間
を
通
し
て
、「
帰
属
意
識
」「
他
者
と
の
関
係
」「
イ
エ
」
意
識
さ
ら
に
「
孤
独
」「
自
己
存
在
」
を
問
い
返
そ
う
と
し
て
い
る）

5
（

。

先
述
の
冒
頭
の
場
面
で
、
群
衆
と
い
う
水
平
方
向
、
つ
ま
り
横
へ
の
流
れ
に「
押
さ
れ
」「
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
っ
た
よ
う
な
」英
夫
が
、
内
部
か
ら
立
ち
上
る「
感

情
」
に
不
安
を
覚
え
る
。
背
後
か
ら
の
人
の
波
は
、
立
ち
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
い
状
態
だ
が
、
待
ち
合
わ
せ
時
刻
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
立
ち
止
ま
る
行
為
に
伴
う

「
と
き
め
き
」
は
、
そ
の
後
の
展
開
に
あ
る
垂
直
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
。

道
子
と
の
待
ち
合
わ
せ
の
場
所
は
、
あ
る
劇
場
の
地
下
喫
茶
店
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
道
子
と
の
対
話
に
英
夫
は
再
び
感
情
の
高
ぶ
り
を
感
じ
る
。
道
子
が
他
の
客

の
話
を
す
る
こ
と
に
動
揺
し
「
こ
れ
で
は
、
ま
る
で
求
愛
を
し
て
拒
絶
さ
れ
た
よ
う
な
按
配
だ
」
と
呟
き
、「
先
刻
時
計
屋
の
店
頭
で
不
意
に
彼
の
内
部
に
潜
り
こ
ん

で
き
た
感
情
が
、
こ
の
よ
う
な
終
点
に
辿
り
つ
い
た
こ
と
に
、
ふ
た
た
び
驚
か
さ
れ
て
い
た
」
と
あ
る
。「
下
駄
穿
き
の
気
楽
な
散
歩
の
途
中
、
落
と
し
穴
に
陥
ち
こ

ん
だ
気
持
ち
に
、
彼
は
な
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
落
し
穴
に
陥
ち
こ
ん
だ
」
と
縦
方
向
の
落
下
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
。

空
間
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
垂
直
性
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
が
次
の
場
面
で
あ
る
。

高
い
場
所
か
ら
見
下
ろ
し
て
い
る
彼
の
眼
に
映
っ
て
く
る
男
た
ち
の
扁
平
な
姿
、
ゆ
っ
く
り
動
い
て
い
た
帽
子
や
肩
が
、
不
意
に
ざ
わ
ざ
わ
と
揺
れ
は
じ
め

た
。
と
、
街
に
あ
ふ
れ
て
い
る
黄
色
い
光
の
な
か
を
、
燦
め
き
な
が
ら
過
ぎ
て
い
く
白
い
条
。
黒
い
花
の
ひ
ら
く
よ
う
に
、
蝙
蝠
傘
が
ひ
と
つ
、
彼
の
眼
の
下
で

開
い
た
。
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町
を
、
俄
雨
が
襲
っ
た
の
だ
。
大
部
分
の
男
た
ち
は
傘
を
持
っ
て
い
な
い
。

色
め
き
立
っ
た
女
た
ち
の
呼
声
が
、
地
面
を
は
げ
し
く
叩
く
雨
の
音
を
圧
倒
し
、
白
い
雨
の
幕
を
突
破
っ
た
。（
略
）

彼
は
そ
の
呼
声
を
気
遠
く
聞
き
な
が
ら
、
夜
は
ク
リ
ー
ム
色
の
乾
燥
し
た
ペ
ン
キ
の
よ
う
に
明
る
い
だ
け
の
筈
で
あ
る
こ
の
町
か
ら
、
無
数
の
触
手
が
ひ
ら
ひ

ら
と
伸
び
て
き
て
、
彼
の
心
に
搦
み
つ
い
て
く
る
の
を
知
っ
た
。

夜
の
こ
の
町
か
ら
、
彼
は
は
じ
め
て
「
情
緒
」
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

中
村
明
は
、〈
散
文
詩
の
よ
う
な
省
略
の
利
い
た
感
覚
的
な
文
章
だ
〉
と
し
て
『
驟
雨
』
の
こ
の
部
分
を
解
説
し
て
い
る）

6
（

。
中
村
は
、
視
点
の
配
置
、
色
彩
、
瞬
間

的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
効
果
的
な
演
出
、
女
た
ち
の
嬌
声
と
い
う
聴
覚
効
果
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
、
雨
が
「
条
」
と
し
て
地
面
か
ら
垂
直
な
線
と
し
て
描
か
れ
、
英
夫
の
高
い
位
置
か
ら
の
視
線
に
よ
っ
て
男
た
ち
は
「
扁
平
」
な
形
と
な
っ
て
い
る
。

「
黄
色
」「
白
」「
黒
」
と
い
う
色
彩
を
ま
じ
え
た
視
覚
的
な
描
写
が
「
女
た
ち
の
呼
び
声
」
と
い
う
聴
覚
に
破
ら
れ
る
。
次
に
「
無
数
の
触
手
が
ひ
ら
ひ
ら
と
伸
び
て

き
て
、
彼
の
心
に
搦
み
つ
い
て
く
る
の
を
知
っ
た
」と
暗
喩
に
よ
る
触
覚
の
世
界
に
導
か
れ
る
。
聴
覚
世
界
が
後
退
し
、「
搦
み
つ
く
」と
い
う
人
間
の
最
も
原
初
的
な
、

む
し
ろ
原
生
動
物
的
と
も
い
え
る
身
体
感
覚
（
触
覚
）
の
表
現
と
な
る
。

「
高
い
場
所
」
か
ら
見
下
ろ
す
と
い
う
静
的
な
姿
勢
で
外
部
と
接
し
て
い
た
英
夫
が
、
無
数
の
触
手
に
搦
み
つ
か
れ
「
は
じ
め
て
情
緒
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
」
と
動

か
さ
れ
る
。
現
実
と
の
疎
隔
感
や
関
与
性
の
低
さ
、
俯
瞰
的
視
点
の
と
り
か
た
は
英
夫
の
外
部
と
の
関
係
に
お
い
て
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。

触
覚
と
い
う
最
も
原
初
的
な
感
覚
で
「
動
か
さ
れ
た
」
と
い
う
べ
き
英
夫
の
変
化
は
さ
ら
に
「
驟
雨
」
と
い
う
題
目
（
タ
イ
ト
ル
）
に
な
っ
て
い
る
場
面
に
繋
が
る
。

英
夫
が
道
子
と
朝
の
喫
茶
室
で
、
贋
ア
カ
シ
ア
の
葉
が
一
斉
に
落
葉
す
る
と
い
う
異
様
な
光
景
を
目
に
す
る
場
面
で
あ
る
。

道
路
の
向
う
側
に
植
え
ら
れ
て
い
る
一
本
の
贋
ア
カ
シ
ヤ
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
の
枝
か
ら
、
夥
し
い
葉
が
一
斉
に
離
れ
落
ち
て
い
る
の
だ
。
風
は
無
く
、
梢
の

細
い
枝
も
す
こ
し
も
揺
れ
て
い
な
い
。
葉
の
色
は
ま
だ
緑
を
と
ど
め
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
は
げ
し
い
落
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
緑
い
ろ
の
驟
雨
で

あ
っ
た
。
あ
る
期
間
か
か
っ
て
少
し
ず
つ
淋
し
く
な
っ
て
ゆ
く
筈
の
樹
木
が
、
一
瞬
の
う
ち
に
裸
木
と
な
っ
て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
。
道
路
に
は
い
ち
め
ん
に

緑
の
葉
が
散
り
敷
い
た
。
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そ
の
前
夜
、
道
子
の
部
屋
で
過
ご
し
た
英
夫
は
、
朝
、
鏡
台
の
引
き
だ
し
に
、
使
い
古
し
た
安
全
剃
刀
が
重
な
り
あ
っ
て
錆
び
付
い
て
い
る
の
を
眼
に
す
る
。「
は

げ
し
く
揺
れ
動
く
も
の
を
、
自
分
の
内
部
に
見
詰
め
な
が
ら
、
彼
は
何
と
か
し
て
平
静
を
取
り
戻
そ
う
と
し
」、
道
子
を
明
る
い
朝
の
光
に
曝
そ
う
と
す
る
。「
皮
膚
に

澱
ん
だ
商
売
の
疲
れ
が
朝
の
光
に
あ
ば
き
だ
さ
れ
て
、
瞭
か
な
娼
婦
の
貌
が
浮
び
上
る
の
を
、
彼
は
凝
っ
と
見
詰
め
て
心
の
反
応
を
待
っ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
結
果

と
し
て
そ
の
企
み
は
失
敗
し
「
そ
の
と
き
、
彼
の
眼
に
、
異
様
な
光
景
が
映
っ
て
き
た
」
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
緑
い
ろ
の
驟
雨
」
で
あ
っ
た
。

彼
の
虚
飾
に
満
ち
た
心
と
行
動
、
そ
れ
は
自
ら
の
精
神
の
平
衡
を
保
つ
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
は
が
れ
落
ち
「
裸
木
」
と
化
す
瞬
間
で
あ
っ
た
。「
贋

ア
カ
シ
ア
の
落
葉
」
に
は
、
ご
ま
か
し
繕
っ
て
き
た
も
の
が
い
っ
せ
い
に
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
む
き
だ
し
に
な
っ
て
い
く
英
夫
の
心
象
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に

「
隠
さ
れ
た
も
の
が
顕
わ
に
な
る）

7
（

」
瞬
間
で
あ
り
、
英
夫
は
そ
の
「
は
げ
し
い
落
葉
」
と
い
う
自
ら
の
心
象
風
景
と
真
正
面
か
ら
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
た
ぶ
ん
、

不
意
に
降
り
た
霜
の
せ
い
だ
ろ
う
」
と
答
え
な
が
ら
英
夫
自
身
が
「
そ
の
言
葉
を
少
し
も
信
じ
よ
う
と
し
な
い
自
分
の
心
に
気
付
い
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

「
緑
い
ろ
の
驟
雨
」
は
、
外
部
の
情
景
で
あ
る
と
同
時
に
心
象
風
景
で
あ
る
。
英
夫
自
身
の
意
識
の
深
層
に
あ
る
心
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
抽
象
化
さ
れ
「
風
景
」
と
な
っ

た
と
い
え
る
。
そ
の
描
写
は
、
前
夜
の
俄
雨
の
「
白
い
条
」
と
類
似
性
を
持
ち
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
反
復
さ
れ
る
。

ま
た
、『
驟
雨
』
の
終
結
部
は
、
英
夫
が
「
衛
生
」
に
悪
い
四
〇
分
の
時
間
を
過
ご
す
た
め
に
、
縄
の
れ
ん
の
下
が
っ
た
簡
易
食
堂
風
の
店
で
コ
ッ
プ
酒
と
茹
で
た

蟹
を
注
文
し
食
べ
る
場
面
で
あ
る
。
同
僚
の
古
田
五
郎
の
結
婚
式
の
後
、
そ
の
朝
別
れ
た
ば
か
り
の
道
子
を
訪
れ
る
が
、
先
客
の
た
め
に
待
た
さ
れ
る
。

『
驟
雨
』
で
は
、
ほ
と
ん
ど
「
食
事
」
の
場
面
が
な
い
。
そ
れ
は
娼
婦
を
描
き
な
が
ら
「
性
交
渉
」
の
場
面
が
少
な
い
こ
と
と
共
通
す
る
が
、
性
欲
と
食
欲
の
両
者

に
基
本
的
に
は
「
生
」
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

捥
ら
れ
、
折
ら
れ
た
蟹
の
脚
が
、
皿
の
ま
わ
り
に
、
ニ
ス
塗
り
の
食
卓
の
上
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
。
脚
の
肉
を
つ
つ
く
力
に
手
応
え
が
な
い
こ
と
に
気
付
い
た

と
き
、
彼
は
杉
箸
が
二
つ
に
折
れ
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。

こ
の
描
写
は
冒
頭
の
場
面
と
の
対
照
性
が
鮮
や
か
で
あ
る
。
群
衆
に
「
押
さ
れ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
流
さ
れ
る
」
こ
と
に
「
苛
立
ち
」
を
感
じ
な
か
っ
た
人
間
が
、

結
末
の
場
面
で
は
、
店
で
一
人
「
苛
立
ち
」
蟹
の
肉
を
つ
つ
こ
う
と
し
て
杉
箸
が
折
れ
か
か
る
ほ
ど
力
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
人
生
か
ら
降
り
た
人
の
よ
う
に
力
を
抜

い
て
生
き
て
き
た
人
間
の
変
容
が
、
滑
稽
さ
や
皮
肉
さ
も
加
味
さ
れ
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

冒
頭
の
「
不
意
」
に
訪
れ
た
感
情
の
屹
立
、
俄
雨
に
よ
る
は
じ
め
て
の
「
情
緒
」、
そ
し
て
「
緑
い
ろ
の
驟
雨
」
と
い
う
顕
わ
に
さ
れ
た
感
情
と
英
夫
の
心
理
は
変
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化
す
る
。
そ
し
て
、
終
結
部
の
折
れ
か
け
た
杉
箸
は
、
英
夫
の
精
神
の
平
衡
を
失
う
姿
の
象
徴
と
い
え
る
。「
静
」
か
ら
「
動
」
へ
、
ま
た
、
対
象
へ
の
直
接
性
、「
押

さ
れ
る
」
か
ら
「
押
す
」
へ
の
変
化
は
、
垂
直
的
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
烈
化
、
先
鋭
化
で
表
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
反
復
さ
れ
る
垂
直
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
登
場
人
物
英
夫
の
心
理
変
化
に
関
わ
る
が
、
同
時
に
具
体
か
ら
抽
象
へ
の
変
換
で
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
は
写

実
的
で
あ
る
が
同
時
に
抽
象
度
も
高
い
。
そ
の
中
で
も
、「
緑
い
ろ
の
驟
雨
」
は
自
然
界
の
特
異
現
象
で
あ
る
が
、
現
実
性
が
希
薄
で
あ
る
点
で
心
象
風
景
と
な
り
う

る
。
結
果
と
し
て
読
者
に
と
っ
て
小
説
内
で
最
も
印
象
に
残
る
場
面
と
な
る
。
ま
た
、
俄
雨
や
緑
い
ろ
の
驟
雨
と
い
う
鮮
や
か
に
自
然
を
描
き
だ
す
ア
ン
グ
ル（
視
角
）

に
対
し
て
、
結
末
場
面
は
蟹
の
脚
に
焦
点
を
絞
っ
て
映
し
出
す
。

こ
の
場
面
は
、「
食
べ
る
」
と
い
う
生
の
日
常
的
営
み
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
「
押
さ
れ
る
」
か
ら
強
く
「
押
す
」
姿
が
対
照
的
で
あ
り
、
英
夫
の
変
容
し
た
姿
が
印

象
的
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
押
さ
れ
て
い
る
」
人
間
と
い
う
主
人
公
の
人
物
造
型
は
、〈
現
代
社
会
の
人
間
疎
外
〉
に
よ
っ
て
痛
み
つ
け
ら
れ

て
い
る
姿
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
他
者
と
の
距
離
を
保
ち
、
様
々
な
帰
属
か
ら
あ
え
て
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
関
係
に
疲
れ
た（
痛
み
つ
け
ら
れ
た
）

主
人
公
は
、「
孤
独
」
で
あ
る
こ
と
で
「
自
分
」
を
守
ろ
う
と
し
、
他
者
の
侵
入
を
避
け
、
家
族
関
係
に
お
い
て
も
、
従
来
の
「
イ
エ
」
制
度
と
は
距
離
を
保
つ
。
山

村
英
夫
の
生
家
や
仕
事
に
つ
い
て
も
、
汽
船
関
係
と
い
う
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
ず
、
生
殖
に
つ
な
が
る
「
性
」、
つ
ま
り
結
婚
は
「
自
分
の
分
身
」
を
持
つ
こ

と
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
。
同
僚
の
吉
田
五
郎
の
俗
と
も
い
え
る
縁
談
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
山
村
英
夫
と
の
対
照
性
を
明
確
に
示
す
。

こ
の
よ
う
に
『
驟
雨
』
で
は
、
冒
頭
の
水
平
に
「
押
さ
れ
る
」
主
人
公
か
ら
、
垂
直
イ
メ
ー
ジ
が
反
復
、
強
化
さ
れ
、
終
結
部
の
「
押
す
」
主
人
公
へ
の
変
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
主
人
公
像
の
造
型
が
関
連
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
と
し
て
の
部
分
が
配
置
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
で
抽
象
性
が
掬
い
上
げ

ら
れ
る
。
ま
た
、
時
間
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
冒
頭
で
は
群
衆
（
社
会
）
イ
メ
ー
ジ
は
「
横
」
方
向
の
緩
や
か
な
流
れ
と
し
て
提
示
さ
れ
る
が
、
英
夫
の
心
理
変
化
と

と
も
に
「
縦
」
方
向
に
落
ち
て
い
く
よ
う
な
加
速
さ
れ
た
流
れ
と
な
る
。

三
、「
内
部
の
光
」
対
「
外
部
の
光
」

山
村
英
夫
は
以
前
に
「
明
る
い
光
を
恐
れ
る
よ
う
な
恋
」
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
は
、
生
家
か
ら
も
仕
事
（
汽
船
関
係
）
か
ら
も
距
離
を
置
く
。
英
夫
は
、
大

学
を
出
て
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
三
年
目
の
独
身
と
い
う
設
定
で
あ
る
が
、
老
成
し
た
一
面
を
持
ち
、「
生
」
よ
り
も
「
死
」
に
向
か
っ
て
流
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
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え
る
。

「
娼
婦
の
街
」
と
い
う
異
空
間
に
あ
る
道
子
の
部
屋
は
、
二
階
か
ら
ま
た
狭
い
階
段
を
登
っ
た
と
こ
ろ
の
中
三
階
に
あ
る
。
中
三
階
と
い
う
設
定
に
は
、
地
表
か
ら

の
距
離
・
高
さ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
中
」
の
持
つ
不
安
定
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
狭
い
梯
子
段
は
「
胎
内
く
ぐ
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
っ
て

い
る
。

英
夫
は
道
子
の
口
調
に
「
こ
の
街
か
ら
隔
絶
し
た
な
に
か
、
た
と
え
ば
幼
稚
園
の
先
生
の
類
を
連
想
さ
せ
た
。
一
瞬
の
あ
い
だ
に
自
分
が
幼
児
と
化
し
て
、
若
い
美

し
い
保
母
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
錯
覚
に
、
彼
は
ふ
と
陥
っ
た
」
と
あ
る
。
道
子
の
部
屋
に
通
う
行
為
が
一
種
の
母
胎
回
帰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
英
夫
の
「
死
」
と

「
再
生
」
と
い
う
読
み
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

英
夫
は
娼
婦
の
街
に
対
し
て
前
掲
の
よ
う
に「
搦
み
つ
い
て
く
る
触
手
が
な
い
」と
考
え
、
心
の
平
安
を
保
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
道
子
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て「
胸

が
と
き
め
く
と
い
う
久
し
く
失
っ
て
い
た
感
情
」に
め
ぐ
り
あ
い
、
や
が
て
こ
の
街
か
ら「
心
に
搦
み
つ
く
触
手
」と
し
て「
情
緒
」を
感
じ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

山
村
は
道
子
の
部
屋
に
晩
夏
か
ら
秋
ま
で
の
期
間
、
給
料
の
前
借
り
や
、
生
家
に
伝
わ
る
銘
刀
の
換
金
な
ど
お
金
の
工
面
を
し
て
通
う
。「
娼
婦
ら
し
か
ら
ぬ
娼
婦
」

と
し
て
描
か
れ
る
道
子
は
、
慎
み
深
さ
と
知
的
な
風
貌
を
持
つ
と
同
時
に
大
胆
な
娼
婦
性
を
持
つ
魅
力
あ
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

初
め
て
部
屋
に
上
が
っ
た
時
、
英
夫
は
道
子
に
よ
っ
て
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
女
優
の
写
真
を
見
つ
け
、
そ
こ
に
「
青
白
い
光
」
を
み
る
。
山
村
は
こ
の
「
青
白
い
光
」

に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
道
子
を
外
に
連
れ
だ
し
「
外
部
の
光
」
に
曝
そ
う
と
試
み
る
。

高
階
秀
爾
は
吉
行
淳
之
介
の
色
彩
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
論
説
に
お
い
て
〈
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
「
色
彩
」
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
代
り
に
、
氏
は
、
周
囲
の
余

計
な
も
の
を
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
と
切
り
捨
て
て
、
文
字
通
り
そ
の
細
部
だ
け
を
「
大
写
し
」
に
し
て
み
せ
る）

8
（

〉
と
述
べ
、
こ
の
女
優
の
写
真
の
場
面
を
あ
げ
て
い
る
。

道
子
と
最
初
に
待
ち
合
わ
せ
た
劇
場
地
下
の
喫
茶
室
は
人
工
的
な
光
に
満
ち
て
い
た
。
山
村
は
思
い
が
け
ず
と
き
め
き
を
覚
え
な
が
ら
、
待
ち
合
わ
せ
場
所
に
向
か

う
。
す
で
に
道
子
は
待
っ
て
い
た
が
、
山
村
は
喫
茶
室
で
道
子
と
交
わ
す
言
葉
に
思
い
が
け
ず
心
が
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
、
精
神
の
安
定
を
乱
さ
れ
不
快
に
な
る
。
そ
し
て
山

村
は
「
も
う
一
度
、
女
を
は
っ
き
り
娼
婦
の
位
置
に
置
い
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
て
、「
白
昼
の
街
に
こ
の
女
を
お
き
た
い
」
と
い
う
企
み
を
持
つ
。
一
足

先
に
地
下
の
喫
茶
室
の
裏
口
か
ら
出
た
道
子
は
、「
短
冊
形
に
外
の
光
が
輝
い
て
い
る
出
口
」
に
、「
逆
光
を
受
け
て
佇
ん
で
い
た
女
」
と
な
る
。
そ
し
て
後
々
ま
で
山

村
の
心
を
乱
す
「
今
度
お
会
い
す
る
ま
で
操
を
守
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
去
る
。

「
明
る
い
光
を
お
そ
れ
る
恋
」
を
し
た
こ
と
が
あ
る
山
村
の
道
子
と
の
最
初
の
待
ち
合
わ
せ
場
所
が
劇
場
の
地
下
喫
茶
室
で
あ
っ
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。「
光
」

は
「
世
間
」
的
意
味
を
も
ち
、
英
夫
の
以
前
の
関
係
が
公
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
道
子
と
娼
婦
の
街
以
外
で
会
う
場
所
が
、「
光
」
を
避
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け
る
地
下
喫
茶
室
で
、
さ
ら
に
そ
れ
が
劇
場
の
下
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
的
で
あ
る
。
劇
場
空
間
が
非
日
常
的
空
間
で
あ
り
、
俳
優
が
肉
体
を
使
っ
て
仮
の
姿
を
演
じ
る

よ
う
に
、
娼
婦
も
娼
婦
の
街
、
あ
る
い
は
部
屋
で
肉
体
を
使
っ
て
仮
の
姿
を
演
じ
る
と
い
え
る
。
山
村
が
初
め
て
道
子
と
会
う
場
所
と
し
て
指
定
し
た
空
間
は
、
娼
婦

の
部
屋
と
極
め
て
類
似
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

外
光
と
し
て
の
「
光
」
は
、
道
子
に
確
か
な
娼
婦
性
を
見
出
す
た
め
の
企
み
の
道
具
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
道
子
に
ふ
つ
う
の
娼
婦
と
は
異
質
な
も
の
を
見

て
し
ま
っ
た
、
つ
ま
り
「
青
白
い
光
を
み
た
」
山
村
が
、
白
昼
の
強
大
な
光
と
対
決
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
道
子
の
部
屋
の
青
白
い
光
と
は
何
か
。
山
村
は
、
ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
た
女
優
の
写
真
の
目
に
青
白
い
光
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
道
子
に
見
出
し
た
。「
そ

の
光
は
、
こ
の
町
と
は
異
質
な
閃
き
を
、
彼
に
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
。

道
子
の
異
質
性
に
つ
い
て
は
「
こ
の
町
と
女
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
点
」
で
、「
慎
ま
し
や
か
さ
、
し
と
や
か
な
身
の
こ
な
し
、
知
的
な
容
貌
」
な
ど
で
あ
る
が
、
具

体
的
に
は「
こ
の
町
か
ら
隔
絶
し
た
な
に
か
、
た
と
え
ば
幼
稚
園
の
先
生
の
類
を
連
想
さ
せ
た
」と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
女
優
に
似
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
た
道
子
は「
わ

た
し
は
誰
に
も
似
て
い
な
く
て
い
い
の
。
わ
た
し
は
、
わ
た
し
だ
け
で
い
い
の
で
す
」
と
答
え
る
。「
昂
然
と
し
た
言
い
方
で
は
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

他
者
を
踏
み
込
ま
せ
ず
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
保
持
し
よ
う
と
い
う
孤
独
が
感
じ
ら
れ
る
。
肉
体
を
様
々
な
他
者
で
あ
る
男
が
通
り
す
ぎ
る
「
娼
婦
」
と
し
て

の
道
子
の
日
常
は
、
冷
た
い
ま
で
の
「
孤
独
」
に
他
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
住
む
世
界
と
の
自
覚
的
な
処
し
方
が
「
孤
独
の
光
」
と
し
て
青
白
い
光
を
灯
す
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
青
白
い
光
を
放
ち
続
け
る
こ
と
で
し
か
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
道
子
自
身
の
危
う
さ
と
怖
れ
の
感
覚
に
他
な
ら
な
い
。
道
子
と
い
う

娼
婦
に
、
山
村
英
夫
は
自
分
の
姿
を
見
た
と
も
い
え
る
。「
分
身
」
と
も
言
え
る
が
、
両
者
の
「
孤
独
」
そ
し
て
「
他
者
と
の
関
係
」
の
持
ち
方
の
類
似
性
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

『
驟
雨
』
に
お
い
て
、
外
光
と
青
白
い
光
は
、
共
に
本
質
と
の
関
係
で
あ
ら
わ
れ
る
。
英
夫
は
外
部
性
を
持
つ
白
昼
の
光
で
、
女
の
本
質
を
見
出
し
た
い
と
企
む
が

悉
く
失
敗
し
て
、
結
果
と
し
て
自
ら
が
「
裸
木
」
と
し
て
の
本
性
が
顕
わ
に
な
る
。
一
方
、
道
子
は
そ
の
明
る
い
外
光
を
凌
駕
す
る
如
く
、
額
縁
の
中
で
冷
た
く
青
白

い
光
を
放
っ
て
い
る
。

外
部
の
光
は
一
般
的
に
は
、
育
て
は
ぐ
く
み
関
係
を
築
く
も
の
、
ま
た
白
日
に
曝
す
と
あ
る
よ
う
に
、「
隠
さ
れ
た
も
の
を
顕
わ
に
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

「
明
る
い
光
を
怖
れ
る
よ
う
な
恋
」
と
あ
る
よ
う
に
、
社
会
的
な
規
範
、
制
度
、
世
間
、
他
者
化
さ
れ
た
視
線
の
喩
と
も
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
青
白
い
光
は
関
係
性

を
拒
む
よ
う
な
冷
た
さ
を
持
ち
、
個
の
内
面
に
深
く
関
わ
る
「
孤
独
」
に
通
じ
る
。
道
子
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
英
夫
の
も
の
で
も
あ
る
。
英
夫
は
道

子
の
「
青
白
い
光
」
に
と
ら
わ
れ
部
屋
に
通
う
が
、
そ
れ
は
自
ら
の
「
青
白
い
光
」、
す
な
わ
ち
「
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
」
で
あ
っ
た
筈
だ
。
青
白
い
光
（
内
部
性
）
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で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
鋭
い
光
か
ら
、
ペ
ル
ソ
ナ
性
（
仮
面
）
を
持
ち
、
そ
の
光
に
支
え
ら
れ
道
子
は
娼
婦
と
し
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
が
、
時
折
裂
け
目
が
生
ず

る
。
そ
れ
ら
は
「
不
意
に
」
や
「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」「
急
に
」
と
い
う
表
現
を
伴
っ
て
い
る
。

四
、「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」「
急
に
」
と
対
象
認
知

道
子
と
英
夫
の
会
話
は
、
娼
婦
と
遊
客
の
関
係
の
平
衡
性
を
危
う
い
と
こ
ろ
で
保
ち
な
が
ら
進
行
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」
と
い

う
表
現
で
平
衡
が
乱
さ
れ
る
場
面
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
次
の
箇
所
が
そ
う
で
あ
る
。

「
あ
ら
、
ず
い
ぶ
ん
取
越
し
苦
労
を
し
て
る
の
ね
」

そ
の
言
葉
は
彼
を
不
快
に
し
た
。
単
な
る
娼
婦
の
言
葉
が
自
分
の
心
を
傷
つ
け
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
一
層
彼
を
不
快
に
し
た
。
彼
の
心
は
、
そ
れ
に
反
撥

し
た
。

（
略
）

彼
は
そ
の
と
き
、
女
の
眼
が
濡
れ
た
光
に
お
お
わ
れ
て
い
る
の
に
気
付
い
た
。
巧
み
に
相
手
を
そ
ら
す
よ
う
な
言
葉
と
は
釣
合
わ
ぬ
も
の
が
、
そ
の
光
に
あ

る
。（
略
）
…
…
と
彼
は
女
を
見
詰
め
た
。

女
は
彼
の
視
線
に
気
付
き
、
軽
く
唇
を
噛
む
と
下
を
向
い
て
乱
れ
た
呼
吸
を
と
と
の
え
て
い
た
が
急
に

0

0

顔
を
あ
げ
る
と
笑
い
声
を
た
て
た
。

そ
の
声
は
、
周
囲
の
テ
ー
ブ
ル
の
人
々
が
振
向
く
ほ
ど
、
華
や
か
で
高
か
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
笑
い
声
は
不
意
に

0

0

0

消
え
て
、
ふ
っ
と

0

0

0

寂
し
い
表
情
が
女
の
顔
を
覆
っ
た
。
そ
の
顔
を
見
て
、
喉
も
と
ま
で
出
か
か
っ
て
い
た
誘
い
の
言
葉
が
、

彼
の
唇
で
と
ど
ま
っ
た
。
目
に
見
え
ぬ
掌
が
彼
の
口
に
押
し
当
て
ら
れ
て
、
出
て
ゆ
こ
う
と
す
る
言
葉
を
阻
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。（
傍
点　

筆
者
）

こ
の
表
現
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
娼
婦
的
な
言
葉
を
あ
や
つ
る
道
子
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
英
夫
を
不
快
に
さ
せ
る
。
英
夫
は
女
の
目
に
「
言
葉
と

釣
り
合
わ
ぬ
」
も
の
を
見
て
し
ま
う
。
次
に
、
そ
の
空
気
を
中
断
さ
せ
た
の
は
道
子
の
高
い
笑
い
声
と
い
う
聴
覚
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
「
不
意
に
」
消
え
て
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再
び
「
ふ
っ
と
」
寂
し
い
表
情
が
道
子
を
覆
う
の
で
あ
る
。
娼
婦
と
し
て
の
ペ
ル
ソ
ナ
性
、
道
子
は
女
優
の
如
く
言
葉
を
操
り
表
情
を
作
る
が
、
英
夫
は
表
情
の
裂
け

目
、
と
り
わ
け
眼
の
光
に
「
釣
り
合
わ
ぬ
」
異
質
性
を
見
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
り
方
は
、
言
葉
で
関
係
を
紡
い
で
い
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
に
よ
っ
て
互
い
に
疎
外
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。「
喉
も

と
ま
で
で
か
か
っ
て
い
た
誘
い
の
言
葉
が
、
彼
の
唇
で
と
ど
ま
っ
た
。
目
に
見
え
ぬ
掌
が
彼
の
口
に
押
し
当
て
ら
れ
て
、
出
て
い
こ
う
と
す
る
言
葉
を
阻
ん
で
い
る
か

の
よ
う
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
う
し
て
二
人
の
関
係
に
お
い
て
は
言
葉
の
力
が
弱
め
ら
れ
、
身
体
性
が
浮
上
す
る
。
身
体
感
覚
と
し
て
は
五
感
が
あ
る
が
、
英
夫
は
と

り
わ
け
視
覚
重
視
型
で
あ
る
。
映
像
的
な
想
像
力
を
働
か
せ
る
場
面
が
み
ら
れ
る
が
、
道
子
を
愛
し
は
じ
め
て
か
ら
は
そ
れ
に
苦
し
め
ら
れ
る
。
視
覚
に
続
い
て
聴
覚

が
現
れ
る
。
視
覚
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
映
像
の
幕
を
、
突
き
破
る
よ
う
な
形
で
聴
覚
が
登
場
す
る
。
そ
れ
は
道
子
の
華
や
か
で
高
い
笑
い
声
や
、
俄
雨
で
女
た
ち
が
た

て
る
嬌
声
で
あ
る
。
英
夫
が
作
り
上
げ
た
視
覚
的
映
像
世
界
を
聴
覚
が
、「
不
意
に
」
脅
か
す
か
の
よ
う
に
突
き
破
り
、
結
果
と
し
て
彼
の
安
定
し
た
精
神
世
界
を
崩

し
、
異
な
る
感
覚
、
例
え
ば
触
覚
性
を
招
き
よ
せ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
英
夫
の
他
者
に
対
す
る
認
識
方
法
は
、
主
と
し
て
視
覚
で
あ
る
。
視
覚
は
五
感
の
中
で
は
最
も
優
位
に
立
つ
が
、
極
め
て
主
観
的
な
認
識
方
法

で
、
眼
を
閉
じ
る
こ
と
で
自
在
に
制
御
で
き
、
ま
た
空
想
と
い
う
形
で
映
像
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
英
夫
が
道
子
の
姿
を
様
々
に
空
想
す
る
場
面
が
い

く
つ
か
み
ら
れ
る
。
視
覚
に
対
し
て
聴
覚
は
、
そ
の
侵
入
を
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
視
覚
が
英
夫
の
観
念
世
界
に
つ
な
が
る
こ
と
に
対
し
、
傍
若
無
人
に
も
入
り

込
ん
で
く
る
聴
覚
は
極
め
て
現
実
的
世
界
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
『
驟
雨
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
英
夫
と
道
子
と
の
関
係
の
あ
り
よ
う
を
繰
り
返
し
描
き
だ
す
。「
会
話
」（
言
葉
）
に
よ
る
疎
外
、「
視
線
」
に
よ
る

観
念
世
界
へ
の
参
入
、「
笑
い
声
（
聴
覚
）」
に
よ
る
現
実
世
界
へ
の
ひ
き
も
ど
し
と
い
う
型
で
あ
る
が
、「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」
が
契
機
と
な
る
こ
と
、
ま

た
す
べ
て
に
英
夫
の
不
安
・
不
快
が
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
反
復
に
よ
っ
て
、
英
夫
が
形
成
し
て
い
る
世
界
（
言
葉
の
持
つ
明
晰
性
や
論

理
性
に
対
す
る
信
頼
、
言
葉
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
表
象
、
映
像
喚
起
に
よ
る
観
念
的
世
界
へ
の
耽
溺
）
は
崩
さ
れ
、
英
夫
は
行
き
場
を
な
く
し
て
い
く
。

残
さ
れ
て
い
る
の
は
最
も
原
初
的
な
「
触
覚
」
で
あ
る
が
、
英
夫
の
対
象
認
識
に
お
い
て
最
も
欠
落
し
て
い
た
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
英
夫
の
生
育
過
程
に
つ
い

て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
母
的
な
も
の
」
の
不
在
と
欠
如
感
を
読
む
の
は
逸
脱
し
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。「
道
子
」
の
も
と
に
通
い
「
道
子
」
の
前
で
の
英
夫

の
「
幼
児
性
」
が
垣
間
見
え
る
時
、「
道
子
」
の
部
屋
は
「
子
宮
」
で
あ
り
、
母
胎
回
帰
で
あ
る
。
英
夫
は
「
再
生
」
の
道
を
歩
む
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
確
か

に
結
末
で
は
変
容
し
た
英
夫
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

英
夫
の
変
容
に
つ
い
て
も
う
一
つ
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
同
僚
古
田
五
郎
の
結
婚
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
時
間
構
成
と
し
て
、
晩
夏
か
ら
晩
秋
と
い
う
短
い
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時
間
に
古
田
の
結
婚
式
が
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。

古
田
の
結
婚
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
一
組
の
夫
婦
が
出
来
上
が
っ
て
い
く
の
だ
な
」
と
い
う
英
夫
の
思
い
、「
制
度
と
し
て
の
結
婚
」
を
当
然
の
こ
と

と
し
て
行
う
古
田
は
、
現
実
主
義
者
と
し
て
描
か
れ
、「
現
実
」
に
背
を
む
け
て
い
る
よ
う
な
英
夫
と
は
対
極
的
な
人
物
で
あ
る
。
終
盤
で
、
英
夫
は
道
子
を
娼
婦
と

し
て
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
場
面
が
あ
る
。

…
…
そ
れ
は
道
子
に
馴
染
ん
だ
男
が
数
人
集
ま
っ
て
、
酒
を
酌
み
か
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
い
や
、
な
ん
と
も
、
あ
の
妓
は
い
い
女
で
し
て
」「
ま
っ
た
く
お
説
の
と
お
り
で
、
こ
れ
を
ご
縁
に
ひ
と
つ
末
長
く
お
つ
き
合
い
願
い
た
い
も
の
で
、
ハ
ッ

ハ
ッ
ハ
」
…
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
空
想
し
て
い
る
彼
の
脳
裏
に
、
ぽ
っ
か
り
古
田
五
郎
の
顔
が
浮
か
び
上
っ
た
。

い
ま
、
彼
の
頭
の
な
か
で
響
い
た
「
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」
と
い
う
笑
い
声
は
、
古
田
五
郎
が
商
取
引
の
と
き
連
発
す
る
笑
い
声
の
抑
揚
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
己
の
精
神
の
衛
生
を
保
と
う
と
す
る
行
為
（
映
像
喚
起
に
よ
る
観
念
的
世
界
へ
の
逃
避
）
は
、
古
田
の
笑
い
声
（
聴
覚
に
よ
る
現
実
へ
の
ひ
き
も
ど

し
）
に
遮
ら
れ
失
敗
に
終
わ
る
。

吉
行
に
お
け
る
「
不
意
に
」
等
の
表
現
の
問
題
は
、
す
で
に
高
階
秀
爾
に
よ
っ
て
「
隠
さ
れ
た
も
の
が
顕
わ
さ
れ
て
」
い
く
と
し
て
「
偶
発
的
事
件
」「
不
意
性
」

と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る）

9
（

。
そ
の
偶
発
性
が
作
者
に
よ
っ
て
予
期
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
「
具
体
的
細
部
」
の
描
出
方
法
と
も
関
わ
る
。
平
岡
篤
頼
が

〈
そ
の
不
可
測
的
な
突
然
性
を
そ
の
ま
ま
尊
重
す
る
た
め
に
、
話
の
筋
を
前
も
っ
て
考
え
ず
に
「
不
意
に
」「
突
然
」「
一
瞬
」
と
い
っ
た
副
詞
を
ば
ね
に
、
物
語
の
自

動
的
展
開
を
追
う
試
み
が
、
或
る
時
期
か
ら
の
吉
行
淳
之
介
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
〉
と
述
べ
て
い
る
点
が
興
味
深
い）

10
（

。

吉
行
作
品
に
お
け
る
「
不
意
に
」
等
の
表
現
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」
等
を
「
驟
雨
」
の
主
人
公

の
対
象
認
知
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
述
べ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
英
夫
が
外
部
を
認
知
す
る
際
に
、
一
つ
の
型
と
し
て
「
視
覚
」
↓
「
聴
覚
」
↓
「
触
覚
」

と
い
う
流
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
外
部
世
界
と
の
位
置
、
距
離
に
お
い
て
疎
隔
的
傾
向
の
主
人
公
は
、
受
動
的
姿
勢
で
あ
る
が
、「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」
に
よ
っ

て
異
質
な
も
の
が
飛
び
込
み
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
主
人
公
の
対
象
認
知
は
、
感
覚
の
変
換
点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
テ
ク
ス
ト
の
読
み
と
も

関
わ
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
考
察
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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五
、
お
わ
り
に

『
驟
雨
』
の
一
考
察
と
し
て
、
空
間
性
に
関
わ
る
読
み
を
提
示
し
た
。
冒
頭
の
水
平
に
「
押
さ
れ
て
い
る
」
主
人
公
か
ら
、
垂
直
イ
メ
ー
ジ
が
反
復
、
強
化
さ
れ
、

終
結
部
の
「
押
す
」
主
人
公
へ
の
変
容
が
描
か
れ
、
空
間
イ
メ
ー
ジ
と
主
人
公
像
の
造
型
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
ま
た
、「
雨
」
や
「
落
葉
」
の
よ
う
に
具
体
と

し
て
の
部
分
が
配
置
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
抽
象
度
の
高
ま
り
と
、
時
間
の
感
覚
に
お
い
て
下
方
向
に
落
ち
て
い
く
よ
う
な
加
速
さ
れ
た
流
れ
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
た
。

中
二
階
の
道
子
の
部
屋
は
、
擬
似
的
「
胎
内
く
ぐ
り
」
と
し
て
英
夫
の
「
生
と
死
」
に
関
わ
る
再
生
を
描
き
だ
す
空
間
で
あ
る
と
と
も
に
、
部
屋
の
中
の
「
青
い
光
」

を
放
つ
女
優
の
写
真
は
「
内
部
」
の
光
と
し
て
道
子
の
「
孤
独
」
を
表
す
と
同
時
に
英
夫
と
の
類
似
性
を
示
し
た
。
ま
た
、「
不
意
に
」「
ふ
と
（
ふ
っ
と
）」
等
の
表

現
に
つ
い
て
、
英
夫
の
五
感
、
と
り
わ
け
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
に
お
け
る
対
象
認
知
の
あ
り
方
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。

言
説
空
間
と
物
語
行
為
の
空
間
性
に
つ
い
て
の
重
層
性
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
主
と
し
て
物
語
内
容
レ
ベ
ル
で
の
考
察
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、

視
点
人
物
と
語
り
手
に
関
わ
る
言
説
空
間
に
お
け
る
分
析
も
試
み
た
い
。

本
文
は
『
吉
行
淳
之
介
全
集　

第
一
巻
』（
講
談
社
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
。

注（
1
）
拙
稿
「
教
材
『
高
瀬
舟
』（
森
鴎
外
）
を
読
む
」
│
そ
の
空
間
性
と
「
語
り
」
に
着
目
し
て
│
（『
国
語
と
教
育
』
第
四
〇
号　

二
〇
一
五
年
）

（
2
）
高
見
順
「
人
間
疎
外
の
文
学
」『
吉
行
淳
之
介
の
研
究
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
七
八
年
、
十
二
頁
、
十
四
頁
）

（
3
）
長
部
日
出
雄　

文
庫
解
説
『
原
色
の
街
・
驟
雨
』（
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
、
八
六
頁
）

（
4
）
塩
崎
文
雄
「
吉
行
淳
之
介
『
暗
室
』
論
│
未
生
の
闇
か
ら
の
招
待
│
」（
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
安
岡
章
太
郎
・
吉
行
淳
之
介
』（
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
、
二
三
七
頁
）

（
5
）
石
原
千
秋
・
高
橋
広
満
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

安
岡
章
太
郎
・
吉
行
淳
之
介
』（
有
精
堂
、
一
九
九
三
年
）
の
高
橋
博
光
に
よ
る
解
説
「
吉
行
淳
之
介
研
究
史
展
望
」

の
〈《
性
》
を
め
ぐ
る
論
考
〉
で
こ
れ
に
関
わ
る
論
評
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
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（
6
）
中
村
明
『
名
文
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
、
二
七
六
頁
〜
二
八
二
頁
）

（
7
）
高
階
秀
爾「
色
彩
に
よ
る
吉
行
淳
之
介
論
」（『
国
文
学
』解
釈
と
教
材
の
研
究　

一
九
七
二
年
四
月
号　

六
六
頁
）「
す
な
わ
ち
、
一
言
で
言
え
ば
、
吉
行
氏
の
文
学
の
本
質
は
、

『
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
く
ド
ラ
マ
』
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
8
）（
7
）
に
同
じ　

六
一
頁
〜
六
二
頁

（
9
）（
7
）
に
同
じ　

六
六
頁

（
10
）
平
岡
篤
頼　
「
醒
め
て
い
る
片
目
」『
吉
行
淳
之
介
の
研
究
』（
実
業
之
日
本
社
、
一
九
七
八
年
、
一
三
二
頁
）

主
要
参
考
文
献

川
村
二
郎
『
感
覚
の
鏡
│
吉
行
淳
之
介
論
│
』（
講
談
社
、
一
九
七
九
年
）

石
原
千
秋
・
高
橋
広
満
編
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

安
岡
章
太
郎
・
吉
行
淳
之
介
』（
有
精
堂
、
一
九
九
三
年
）

『
吉
行
淳
之
介
全
集
別
巻
三
』（
講
談
社
、
一
九
八
五
年
）

関
根
英
二
『〈
他
者
〉
の
消
去
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）
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