
横
光
利
一
「
蠅
」
（
『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
三
年
五
月
）
は
、
馭
者
、
農
婦
、
若
者

と
娘
、
母
親
と
男
の
子
、
田
舎
紳
士
の
七
人
が
「
宿
場
」
か
ら
乗
合
馬
車
で
街
に
向

か
う
途
中
で
馬
車
ご
と
崖
下
に
墜
落
し
て
不
慮
の
死
を
遂
げ
る
ま
で
を
描
い
た
掌
編

で
あ
る
。
「
蠅
」
は
、
語
り
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
（
あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
〈
視

点
〉
）
と
の
関
係
が
研
究
史
に
お
い
て
た
び
た
び
議
論
さ
れ
て
き
た
小
説
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ま
ず
「
蠅
」
の
物
語
内
容
に
着
目
し
、
次
い
で
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
に
沿
っ
て
、
「
蠅
」
の
叙
法
、
特
に
そ
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ブ
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
眼
の
大
き
な
蠅
」
が
、
物
語
世
界
の

全
体
を
見
る
者
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
眼
が
大
き
い
に
も
関
わ
ら
ず
物
語
世

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

界
の
全
体
を
見
て
は
い
な
い

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

者
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
う
し

た
存
在
と
し
て
蠅
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
蠅
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
い
か
な

る
文
学
史
的
な
価
値
を
獲
得
し
た
の
か
を
論
じ
る
。

１

墜
落
事
故
の
不
条
理
性

こ
こ
で
は
、
「
蠅
」
の
物
語
内
容
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

「
蠅
」
は
、
後
述
の
〈
動
物
た
ち
〉
を
除
け
ば
、
馭
者
と
馬
車
の
乗
客
六
人
を
中

心
と
し
た
物
語
で
あ
る
。
た
だ
し
実
は
「
宿
場
」
に
は
少
な
く
と
も
他
に
二
人
の
人

物
が
い
る
。
一
人
は
饅
頭
屋
の
「
主
婦
」
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
馭
者
の
将
棋
の
相

手
で
あ
る
。
「
主
婦
」
は
、
一
見
、
農
婦
の
「
馬
車
は
ま
だ
か
の
？
」
と
い
う
質
問

に
「
先
刻
出
ま
し
た
ぞ
」
と
答
え
る
以
外
、
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
よ
う
に

思
え
る
（
そ
の
よ
う
に
思
え
て
し
ま
う
よ
う
な
物
語
行
為
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
）
。

「
主
婦
」
は
、
実
際
は
饅
頭
を
蒸
す
と
い
う
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
は
ず
な
の

だ
が
、
「
漸
く
膨
れ
始
め
た
饅
頭
」
と
い
う
表
現
は
、
「
主
婦
」
の
働
き
と
は
無
関
係

（
１
）

に
饅
頭
が
自
ら
蒸
し
あ
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い
る
。
馭
者
の
将

棋
の
相
手
に
至
っ
て
は
そ
の
発
話
が
一
つ
も
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
。
馭
者
が
「
桂
馬

と
来
た
な
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
、
馭
者
と
そ
の
将
棋
の
相
手
と
の
間
に
は
何
ら
か

の
会
話
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
の
だ
が
、
将
棋
の
相
手
の
存
在
を
直
接
に
は

明
示
し
な
い
よ
う
な
叙
述
方
法
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
の
〈
馭
者
と
乗
客
た
ち
と
を
軸

と
し
た
物
語
〉
と
し
て
の
性
格
を
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
乗
客
た
ち
、
中
で
も
特
に
、
農
婦
、
若
者
と
娘
、
田
舎
紳
士
の
四
人
に

と
っ
て
は
、
物
語
の
（
第
一
次
物
語
言
説
の
）
時
間
で
あ
る
今
日
が
、
ま
さ
に
人
生

の
転
機
と
な
る
べ
き
重
要
な
一
日
で
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
農
婦
は
今
日
死
ぬ
か
も
し

れ
な
い
危
篤
の
息
子
に
会
う
た
め
に
街
へ
と
急
い
で
い
た
。
若
者
と
娘
は
今
日
ま
さ

に
駆
け
落
ち
を
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
明
日
か
ら
は
（
苦
し
い
逃
亡
生
活
で
は
あ
る

も
の
の
）
二
人
の
愛
を
成
就
す
べ
く
新
し
い
生
活
を
始
め
る
は
ず
だ
っ
た
。
田
舎
紳

士
は
、
四
十
三
年
間
の
貧
困
か
ら
漸
く
脱
し
て
、
昨
日
ま
で
と
は
違
う
明
る
い
未
来

を
手
に
す
べ
く
、
今
日
、
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
人
々
が
、
よ
り
に

機

機

機

よ
っ
て
今
日

機

機

機

機

機

、
事
故
死
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
本
来
は
悲
劇
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

我
々
は
、
人
馬
が
死
に
至
っ
た
合
理
的
な
理
由
を
、
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
に
即
し
て

確
か
に
説
明
で
き
る
。
馭
者
が
馭
者
台
で
饅
頭
を
食
べ
て
満
腹
感
か
ら
居
眠
り
を
し
、
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馬
は
馭
者
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
崖
上
の
道
を
走
り
続
け
て
い
た
が
、

カ
ー
ブ
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
「
自
分
の
胴
と
、
車
体
の
幅
と
を
考
へ
る
こ
と
が

出
来
な
か
つ
た
」
た
め
に
、
馬
車
も
ろ
と
も
に
崖
下
へ
墜
落
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

事
故
原
因
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
合
理
的
説
明
は
、
乗
客
た
ち
が
、
な
ぜ
よ
り
に

機

機

機

よ
っ
て
彼
ら
の
人
生
に
お
け
る
重
要
な
一
日
で
あ
る
今
日
こ
の
日
に

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

そ
の
よ
う
な
事

故
に
巻
き
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
や
、
そ
も
そ
も
な
ぜ

同
じ
馬
車
が
他
の
乗
客
を
乗
せ
て
い
た
は
ず
の
他
の
日
で
は
な
く
、
こ
の
人
々
を
乗

せ
て
い
た
今
日
こ
の
日
に
墜
落
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
に
対

す
る
納
得
の
い
く
説
明
に
は
な
り
え
な
い
（
饅
頭
を
食
べ
る
こ
と
は
馭
者
の
日
課

だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
他
の
日
に
同
様
の
事
故
が
起
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
）
。
今

日
こ
の
日
に
馬
車
が
墜
落
し
た
と
い
う
事
実
と
今
日
こ
の
日
に
こ
の
人
々
が
馬
車
に

乗
っ
た
と
い
う
事
実
と
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
全
く
偶
然
に
過
ぎ
な
い
し
、

今
日
こ
の
日
に
馬
車
が
墜
落
し
た
と
い
う
事
実
と
今
日
が
乗
客
た
ち
に
と
っ
て
の
重

要
な
一
日
で
あ
っ
た
事
実
と
が
重
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
、
偶
然
に
過
ぎ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
「
蠅
」
の
読
者
が
不
条
理
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
原
因
は
ま
さ
に
こ
の

点
に
こ
そ
あ
る
。

「
蠅
」
は
、
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
不
条
理
に
よ
っ
て
悲
劇
性
が
強
調
さ
れ
て

も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
筋
を
有
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
蠅
」
の
語
り
は
、

プ
ロ
ッ
ト

む
し
ろ
そ
う
し
た
悲
劇
性
を
読
者
に
感
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
叙
法
を
採
用
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
次
節
以
降
で
は
、
そ
う
し
た
叙
法
、
あ
る
い
は
言
語
の
機
能
に
つ
い

て
論
じ
る
。

２

物
語
の
時
間
と
順
序

こ
こ
で
は
、
「
蠅
」
の
叙
法
の
中
で
も
、
主
と
し
て
物
語
内
容
と
物
語
言
説
の
時

間
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
で
は
、
物
語
世
界
で
起
き
た
出
来
事
を
、
そ
れ
が

起
き
た
出
来
事
の
順
番
と
は
違
う
順
番
で
語
る
こ
と
を
、
錯
時
法
と
呼
ん
で
い
る
。

（
２
）

錯
時
法
は
「
物
語
言
説
と
物
語
世
界
で
の
順
序
の
ず
れ
」
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と

（
３
）

も
で
き
る
。

「
蠅
」
は
多
く
の
錯
時
法
を
含
む
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
錯
時

法
に
よ
ら
な
い
第
一
次
物
語
言
説
の
時
間
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
第
一
次
物

語
言
説
と
は
、
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
時
点
、
言
い
換
え
れ
ば
〈
物
語
内
現
在
〉
に

つ
い
て
の
語
り
の
こ
と
で
あ
る
。
「
六
」
で
、
農
婦
が
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
も
う
二
時
間
も
待
つ
て
ま
す
の
や
が
、
出
ま
せ
ん
ぞ
な
。
街
ま
で
三
時
間
か

か
り
ま
す
や
ろ
。
も
う
何
時
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
か
な
。
九
時
に
な
つ
て
ま
す
か

な
。
街
へ
着
く
と
正
午
に
な
り
ま
す
や
ろ
か
。
」

こ
の
時
点
で
出
発
し
て
三
時
間
か
か
っ
て
正
午
に
な
る
の
な
ら
、
農
婦
の
こ
の
発

話
が
な
さ
れ
た
の
は
午
前
九
時
か
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
逆
算
し

て
、
「
も
う
二
時
間
も
待
つ
て
」
い
る
の
だ
か
ら
、
「
三
」
で
農
婦
が
宿
場
に
到
着
し

た
の
は
午
前
七
時
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
石
田
仁
志
も
農
婦
の
先
掲
の
発
話
を

（
４
）

引
用
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
推
論
し
て
い
る
。

農
婦
が
こ
う
語
る
と
き
、
作
品
内
の
〈
時
間
〉
は
一
気
に
〝
時
刻
〟
へ
と
結
び

合
わ
さ
れ
る
。
逆
算
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
の
時
刻
が
午
前
九
時
で
あ
り
、
農
婦

が
宿
場
に
や
っ
て
き
た
の
は
午
前
七
時
、
一
番
馬
車
は
午
前
七
時
前
後
に
出
た

こ
と
に
な
る
。

馭
者
が
将
棋
を
差
し
て
い
る
「
二
」
の
場
面
が
何
時
ご
ろ
な
の
か
は
テ
ク
ス
ト
の

叙
述
か
ら
は
特
定
で
き
な
い
が
、
農
婦
が
到
着
す
る
よ
り
前
の
時
点
だ
と
推
測
で
き

る
。
「
八
」
で
「
宿
場
の
柱
時
計
が
十
時
を
打
つ
た
」
と
あ
り
、
そ
の
後
、
馬
が
馬



草
を
食
い
水
を
飲
ん
で
、
馬
車
は
出
発
す
る
。
「
十
」
で
は
馬
車
の
中
で
農
婦
が

「
も
う
幾
時
で
す
か
い
な
。
十
二
時
は
過
ぎ
ま
し
た
か
い
な
。
街
へ
着
く
と
正
午
過

ぎ
に
な
り
ま
す
や
ろ
な
」
と
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
馬
車
は
墜
落

す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蠅
」
の
第
一
次
物
語
言
説
は
、
「
真
夏
」
の
あ
る
一
日
の
、

午
前
七
時
以
前
か
ら
正
午
ご
ろ
ま
で
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
蠅
」
で
は
、「
彼
女
（
引
用
者
注
・
農
婦
）
は
此
の
朝
早
く
、
街
に
務
め
て
ゐ
る

息
子
か
ら
危
篤
の
電
報
を
受
け
と
つ
た
」
（
「
三
」
）
の
よ
う
に
、
第
一
次
物
語
言
説

の
時
間
以
前
の
時
点
（
「
此
の
朝
早
く
」
）
の
出
来
事
に
つ
い
て
の
叙
述
が
、
後
説
法

（
錯
時
法
の
一
種
で
あ
り
、
「
物
語
内
容
の
現
時
点
に
対
し
て
先
行
す
る
出
来
事
を

あ
と
に
な
っ
て
か
ら
喚
起
す
る
語
り
の
操
作
」
）
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
る
。

（
５
）

「
六
」
で
は
物
語
の
語
り
は
田
舎
紳
士
が
宿
場
に
着
い
た
時
点
か
ら
開
始
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以
前
の
出
来
事
が
次
の
よ
う
な
三
つ
の
文
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
（
こ
こ

で
は
便
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
に
①
～
③
の
番
号
を
付
す
）
。

①
四
十
三
年
貧
困
と
戦
ひ
続
け
た
効
あ
つ
て
、
昨
夜
漸
く
春
蚕
の
仲
買
で
八
百

円
を
手
に
入
れ
た
。
②
今
彼
の
胸
は
未
来
の
画
策
の
た
め
に
詰
つ
て
ゐ
る
。

③
け
れ
ど
も
、
昨
夜
銭
湯
へ
行
つ
た
と
き
、
八
百
円
の
札
束
を
鞄
に
入
れ
て
、

洗
ひ
場
ま
で
持
つ
て
這
入
つ
て
笑
は
れ
た
記
憶
に
つ
い
て
は
忘
れ
て
ゐ
た
。

（
番
号
引
用
者
）

第
一
文
の
前
半
部
は
過
去
四
十
三
年
間
の
出
来
事
を
、
後
半
部
は
「
昨
夜
」
の
出

来
事
を
、
そ
れ
ぞ
れ
後
説
法
に
よ
っ
て
語
っ
て
い
る
。
第
二
文
は
「
今
」
と
あ
る
よ

う
に
、
物
語
内
現
在
（
田
舎
紳
士
が
宿
場
に
到
着
し
た
時
点
）
の
状
況
を
語
っ
て
い

る
。
第
三
文
の
前
半
部
分
は
「
昨
夜
」
の
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
が
、
「
昨
夜
」
の

出
来
事
を
「
忘
れ
て
い
た
」
の
は
物
語
内
現
在
の
田
舎
紳
士
で
あ
る
か
ら
、
第
三
文

全
体
は
物
語
内
現
在
の
状
況
を
語
っ
た
文
で
あ
る
と
言
え
る
。

後
説
法
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
物
語
行
為
は
、
眼
の
大
き
な
蠅
の
〈
視
点
〉
か
ら

は
遂
行
し
得
な
い
。
「
蠅
」
の
物
語
行
為
は
、
後
説
法
を
自
在
に
扱
う
こ
と
の
で
き

る
語
り
手
の
〈
視
点
〉
か
ら
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

３

物
語
言
説
と
カ
メ
ラ
・
ア
イ

「
蠅
」
の
物
語
言
説
に
関
連
し
て
先
行
論
の
中
で
最
も
多
く
言
及
さ
れ
て
き
た
問

題
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
カ
メ
ラ
・
ア
イ
〉
の
技
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
き
に
、

物
語
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
関
連
付
け
ら
れ
、
あ
る
い
は
混
同
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

早
く
に
は
由
良
君
美
が
、
「
『
蠅
』
こ
そ
は
、
一
九
二
三
年
に
お
け
る
、
最
も
早
い

（
６
）

「
カ
メ
ラ
・
ア
イ
」
の
意
図
的
実
践
の
輝
か
し
い
成
果
で
あ
っ
た
」
と
し
、
映
画
に

お
け
る
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
や
ズ
ー
ム
・
イ
ン
な
ど
に
類
似
し
た
言
語
的
技
法
に
言

及
し
た
。
さ
ら
に
保
昌
正
夫
は
「
「
眼
の
大
き
な
一
疋
の
蠅
」
の
、
そ
の
「
眼
」
が

（
７
）

カ
メ
ラ
ア
イ
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
「
眼
の
大
き
な

一
疋
の
蠅
」
は
作
者
横
光
利
一
自
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
カ
メ

ラ
・
ア
イ
と
蠅
の
大
き
な
眼
と
を
重
ね
る
主
張
を
展
開
し
た
。
同
じ
こ
ろ
栗
坪
良

樹
は
、
眼
の
大
き
な
蠅
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
者
・
横
光
が
「
表
現
者
の
眼
の

（
８
）

問
題
」
を
引
き
受
け
た
の
だ
と
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
論
と
は
対
照
的
に
、
小
森
陽

一
は
「
青
空
を
飛
ぶ
「
眼
の
大
き
な
蠅
」
の
〈
擬
眼
〉
が
映
画
カ
メ
ラ
の
〈
レ
ン
ズ

（
９
）

の
眼
〉
に
通
じ
て
い
た
」
と
い
う
梶
木
剛
の
主
張
を
否
定
し
つ
つ
、
「
カ
メ
ラ
・
ア

1
0

（

）

イ
は
、
蠅
を
（
そ
の
目
を
）
捉
え
る
も
う
一
つ
の
、
小
説
に
内
在
化
さ
れ
た
〈
眼
〉

だ
と
い
う
こ
と
だ
」
と
し
、
テ
ク
ス
ト
に
作
用
し
て
い
る
カ
メ
ラ
・
ア
イ
の
視
点
と

蠅
の
視
点
と
を
区
別
す
る
。

「
蠅
」
の
テ
ク
ス
ト
は
「
一
」
か
ら
「
十
」
に
場
面
分
け
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

う
ち
蠅
に
確
実
に
登
場
し
て
い
る
の
は
「
一
」
「
九
」
「
十
」
の
三
場
面
し
か
な
い
。

「
宿
場
」
を
舞
台
と
す
る
「
二
」
「
三
」
「
五
」
「
六
」
「
七
」
「
八
」
の
各
場
面
に
お

害20害
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い
て
も
蠅
は
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
推
論
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
が
、
物
語
の

語
り
は
直
接
に
蠅
に
言
及
し
て
は
い
な
い
。
若
者
と
娘
が
宿
場
へ
と
急
ぐ
道
中
を
描

い
た
「
四
」
は
宿
場
を
舞
台
と
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
出
来
事
は
眼

の
大
き
な
蠅
の
視
野
の
範
囲
外
で
生
起
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
前
節
で
確

認
し
た
よ
う
な
、
後
説
法
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
過
去
の
出
来
事
（
農
婦
が
息
子
か
ら

危
篤
の
電
報
を
受
け
取
っ
た
場
面
や
、
田
舎
紳
士
の
過
去
四
十
三
年
間
の
人
生
な

ど
）
を
、
眼
の
大
き
な
蠅
は
見
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
蠅
の
視
野
の
範
囲
外
で
の

出
来
事
を
語
っ
て
い
る
語
り
手
の
視
点
が
、
蠅
の
視
点
と
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
「
蠅
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
異
性
は
、
眼
の
大
き
な
蠅
の
視
点
で
語
り
が

遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
眼
の
大
き
な
蠅
が
、
視
点
人
物
で
は

な
く
、
ま
た
、
他
の
作
中
人
物
は
お
そ
ら
く
誰
も
そ
の
存
在
に
気
づ
い
て
さ
え
い
な

い
と
推
測
さ
れ
る
の
に
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
描
き
込
ま
れ
て
い
る
点
に
こ
そ
あ

る
。田

口
律
男
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
理
論
に
即
し
て
「
蠅
」
の
構
造
を
次
の
よ
う
に
ま

1
1

（

）

と
め
て
い
る
。

「
蠅
」
の
語
り
（
物
語
行
為
）
は
、
①
物
語
内
容
に
登
場
し
な
い
「
異
質
物
語

世
界
的
」
な
語
り
手
が
、
②
ど
の
登
場
人
物
も
知
ら
な
い
情
報
を
全
知
の
視
点

か
ら
語
る
、
あ
る
い
は
③
そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
の
行
動
を
外
部
の
証
人
の
視

点
か
ら
語
る
、
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。（
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
は
、
②
を
「
焦
点

化
ゼ
ロ
」
、
③
を
「
外
的
焦
点
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。
）

付
言
す
れ
ば
、
「
異
質
物
語
世
界
的
」
と
い
う
術
語
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
が
『
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
に
お
い
て
「
非
人
称
的

機

機

機

機

な
、
あ
る
い
は
「
三
人
称
に

1
2

（

）

よ
る
」
物
語
言
説
」
（
傍
点
原
文
）
を
記
述
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
先

掲
の
引
用
部
分
で
田
口
は
、
「
蠅
」
の
物
語
言
説
を
記
述
す
る
に
際
し
焦
点
化
ゼ
ロ

と
外
的
焦
点
化
の
み
を
挙
げ
て
内
的
焦
点
化
を
挙
げ
て
い
な
い
。
実
に
、
内
的
焦
点

1
3

（

）

化
に
よ
る
語
り
が
極
少
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
蠅
」
の
物
語
言
説
の
最
大
の
特
徴

の
一
つ
で
あ
る
。

無
論
そ
れ
は
、
作
中
人
物
の
心
情
や
感
覚
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
は
い
な
い
。
農
婦
の
発
話
か
ら
は
息
子
の
死
に
際
に
何
と
し
て
も
間
に
合

い
た
い
と
い
う
切
迫
し
た
焦
り
を
読
み
取
れ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
若
者
と
娘
の
対

話
か
ら
は
絶
望
的
な
状
況
の
中
で
も
何
と
か
二
人
の
生
活
を
切
り
開
こ
う
と
す
る
覚

悟
の
よ
う
な
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
。
だ
が
、
そ
う
し
た
作
中
人
物
の
感

情
は
、
カ
ギ
括
弧
で
括
ら
れ
た
直
接
話
法
の
叙
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

内
的
焦
点
化
に
よ
る
叙
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
。
田
舎
紳
士
に
つ
い
て
は

「
今
彼
の
胸
は
未
来
の
画
策
の
た
め
に
詰
つ
て
ゐ
る
」
の
よ
う
に
語
り
手
が
直
接
そ

の
感
情
を
説
明
し
て
お
り
、
こ
れ
は
い
ち
お
う
内
的
焦
点
化
に
よ
る
語
り
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
例
は
「
蠅
」
に
お
い
て
は
非
常
に
少
な
い
。
こ
の

よ
う
な
、
内
的
焦
点
化
を
ほ
と
ん
ど
用
い
な
い
物
語
言
説
の
あ
り
よ
う
は
、
ど
こ
か

無
機
質
で
冷
淡
な
印
象
を
読
者
に
対
し
て
与
え
る
。

無
機
質
な
印
象
を
与
え
る
言
語
機
能
は
、
一
字
の
み
の
接
続
語
の
多
用
と
い
う
形

で
も
働
い
て
い
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

・
た
だ
眼
の
大
き
な
一
疋
の
蠅
だ
け
は
、
薄
暗
い
厩
の
隅
の
蜘
蛛
の
巣
に
ひ
つ

か
か
る
と
、
後
肢
で
網
を
跳
ね
つ
ゝ
ぶ
ら
ぶ
ら
と
揺
れ
て
ゐ
た
。
と
、
豆
の

や
う
に
ぽ
た
り
と
落
つ
た
。
（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

マ
マ

・
農
婦
は
性
急
な
泣
き
声
で
さ
う
云
ふ
中
に
、
早
や
泣
き
出
し
た
。
が
、
涙
も

拭
か
ず
、
往
還
の
中
央
に
突
き
立
つ
て
ゐ
て
か
ら
、
街
の
方
へ
す
た
す
た
と

歩
き
始
め
た
。

11

12

13



・
若
者
は
黙
つ
て
い
か
に
も
軽
さ
う
な
容
子
を
見
せ
た
。
が
、
額
か
ら
流
れ
る

汗
は
塩
辛
か
つ
た
。

・
若
者
は
矢
張
り
黙
つ
て
ど
し
ど
し
と
歩
き
続
け
た
。
が
、
突
然
、
「
知
れ
た

ら
又
逃
げ
る
だ
け
ぢ
や
。
」
と
呟
い
た
。

・
男
の
子
は
馬
の
真
似
を
し
て
首
を
上
げ
た
が
、
耳
が
動
か
な
か
つ
た
。
で
、

た
だ
矢
鱈
に
馬
の
前
で
顔
を
顰
め
る
と
、
再
び
「
こ
り
や
ツ
、
こ
り
や
ツ
。
」

と
叫
ん
で
地
を
打
つ
た
。

・
農
婦
は
く
る
り
と
彼
の
方
を
ま
た
向
い
て
、

「
正
午
に
な
り
ま
す
か
い
な
。
そ
れ
ま
で
に
や
死
に
ま
す
や
ろ
な
。
正
午
に

な
り
ま
す
か
い
な
。
」

と
云
ふ
中
に
ま
た
泣
き
出
し
た
。
が
、
直
ぐ
饅
頭
屋
の
店
頭
へ
馳
け
て
行

つ
た
。

・
瞬
間
、
蠅
は
飛
び
上
つ
た
。
と
、
車
体
と
一
緒
に
崖
の
下
へ
墜
落
し
て
行
く

放
埓
な
馬
の
腹
が
眼
に
つ
い
た
。

・
河
原
の
上
で
は
、
圧
し
重
な
つ
た
人
と
馬
と
板
片
と
の
塊
り
が
、
沈
黙
し
た

ま
ゝ
動
か
な
か
つ
た
。
が
、
眼
の
大
き
な
蠅
は
、
今
や
完
全
に
休
ま
つ
た
そ

の
羽
根
に
力
を
籠
め
て
、
た
だ
ひ
と
り
、
悠
々
と
青
空
の
中
を
飛
ん
で
い
つ

た
。

こ
う
し
た
「
と
」
「
が
」
「
で
」
と
い
う
一
字
の
み
の
接
続
語
は
、
そ
の
前
の
文
に

よ
っ
て
表
さ
れ
た
事
象
と
、
そ
の
後
の
部
分
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
事
象
と
の
間
の
因

果
関
係
や
論
理
的
関
係
を
最
小
限
し
か
説
明
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
物

語
世
界
に
お
け
る
出
来
事
を
、
ほ
と
ん
ど
何
の
感
情
を
も
交
え
ず
に
淡
々
と
時
間
軸

に
沿
っ
て
羅
列
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

内
的
焦
点
化
に
よ
る
語
り
が
極
少
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
淡
々
と
事
実
の
み

を
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
接
続
語
の
用
法
。
そ
れ
ら
は
結
果
的
に
は
、
読
者
が
作
中

人
物
に
感
情
移
入
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
効
果
（
物
語
内
容
が
本
来
有
し
て
い
る
は
ず

の
悲
劇
性
を
減
じ
る
効
果
）
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

４

動
物
を
表
す
字
句
の
多
用

「
蠅
」
は
、
人
間
た
ち
と
蠅
と
い
う
一
匹
の
動
物
だ
け
の
物
語
で
は
な
い
。

「
蠅
」
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
実
に
多
種
多
様
な
動
物
を
表
す
字
句
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

蠅
以
外
に
見
ら
れ
る
動
物
を
表
す
字
句
は
、
蜘
蛛
、
牛
、
春
蚕
、
馬
、
猫
で
あ
る
。

〈
蜘
蛛
〉
は
、
「
蜘
蛛
の
巣
」
と
い
う
名
詞
句
の
中
で
の
み
表
れ
、
蜘
蛛
そ
れ
自

体
は
物
語
に
登
場
し
な
い
。
だ
が
、
蜘
蛛
の
巣
に
か
か
っ
て
死
に
か
け
て
い
た
蠅
の

象
徴
的
な
意
味
で
の
蘇
生
と
、
人
馬
の
突
然
の
死
と
の
対
照
の
物
語
と
し
て
「
蠅
」

を
読
む
と
き
、
蜘
蛛
の
存
在
は
物
語
に
不
可
欠
な
推
進
力
を
有
し
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
「
蜘
蛛
の
網
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
網
）
」
が
、
「
登
場
人

物
・
事
物
の
構
成
す
る
関
係
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
空
虚
な
宿
場
、
馬
車
）
と
照

応
」
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
蠅
が
「
脱
出
す
る
パ
タ
ー
ン
の
反

復
」
の
物
語
と
し
て
「
蠅
」
を
読
む
場
合
も
や
は
り
、
蜘
蛛
は
重
要
な
役
割
を
演
じ

1
4

（

）

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

〈
牛
〉
と
い
う
語
は
、
若
者
と
娘
が
宿
場
に
向
け
て
急
い
で
い
る
場
面
で
「
牛
の

鳴
き
声
が
し
た
」
と
い
う
形
で
表
れ
る
。
こ
の
場
合
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
は
若
者
と

娘
の
立
場
か
ら
、
彼
ら
が
牛
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
と
い
う
事
実
を
述
べ
て
い
る
の
で

あ
り
、
語
り
手
が
直
接
に
牛
を
見
た
り
、
牛
の
鳴
き
声
を
聞
い
た
り
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
牛
の
鳴
き
声
は
「
蠅
」
の
物
語
内
容
に
と
っ
て
大
き
な
推
進
力
と
は

害22害
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な
っ
て
い
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
敢
え
て
そ
れ
を
叙
述
す
る
よ
う
な
「
再
現
」

（re
p
ré
se
n
ta
tio
n

）
の
あ
り
よ
う
か
ら
は
、
逆
説
的
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て

〈
動
物
た
ち
〉
の
占
め
る
機
能
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
春
蚕
〉
と
い
う
語
は
、
田
舎
紳
士
が
「
四
十
三
年
貧
困
と
戦
ひ
続
け
た
効
あ
つ

て
、
昨
夜
漸
く
春
蚕
の
仲
買
で
八
百
円
を
手
に
入
れ
た
」
と
い
う
後
説
法
に
よ
る
叙

述
の
中
の
み
に
お
い
て
表
れ
る
。

〈
馬
〉
と
い
う
字
は
馬
車
馬
を
指
す
他
に
、
宿
場
で
将
棋
を
指
し
て
い
る
馭
者
の

「
桂
馬機

と
来
た
な
」
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）
と
い
う
発
話
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
将
棋
を
指
す
馭
者
の
注
意
は
、
（
お
そ
ら
く
無
意
識
の
う
ち
に
で
は
あ
る

が
）
自
分
の
職
業
に
強
く
結
び
つ
い
た
桂
馬
と
い
う
駒
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
馭
者
は
本
当
は
他
の
駒
に
も
同
等
の
注
意
を
向
け
て
お

り
、
他
の
駒
が
動
か
さ
れ
た
と
き
に
も
何
ら
か
の
発
話
を
行
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
直
接
話
法
は
、
作
中
人
物
の
「
言
葉
そ
れ
自
体
が
、
一
字
一
句
削
ら
れ
る
こ

と
無
く
完
璧
に
再
現
さ
れ
」
た
言
説
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
最
も
再
現
性
の
高
い
叙

1
5

（

）

法
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
物
語
世
界
に
お
い
て
作
中
人
物
に
よ
る
複
数
の
連
続
し
た

発
話
が
な
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
れ
ら
連
続
し
た
発
話
の
う
ち
の

一
つ
の
み
が
「
再
現
」
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
物
語
行
為
に
お
け
る
一

定
の
操
作
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
蠅
」
に
お
い
て
は
、
馭
者
と
そ
の
将
棋

の
相
手
と
が
、
連
続
す
る
複
数
の
発
話
に
よ
る
対
話
を
交
わ
し
て
い
た
と
推
測
で
き

る
の
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
は
そ
の
中
で
も
馭
者
の
「
桂
馬機

と
来
た
な
」
と
い
う

発
話
の
み
を
殊
更
に
「
再
現
」
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
馭
者
と
馬
と
を
結

び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
た
め
の
操
作
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

〈
猫
〉
と
い
う
字
の
多
用
は
、
「
蠅
」
の
叙
法
を
記
述
す
る
上
で
無
視
で
き
な
い
。

物
語
に
猫
は
登
場
し
な
い
の
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
は
、
馭
者
を
執
拗
な
ま
で
に

「
猫
背
」
と
い
う
語
で
形
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
二
」
で
最
初
に
馭
者
が
登
場

す
る
箇
所
で
は
「
猫
背

機

機

の
老
い
た
馭
者
」
と
呼
ん
で
お
り
、
直
後
に
は
「
廂
を
脱
し

た
日
の
光
は
、
彼
の
腰
か
ら
、
円
い
荷
物
の
や
う
な
猫
背

機

機

の
上
へ
乗
り
か
ゝ
つ
て
来

た
」
と
い
う
形
で
、
「
猫
背
」
そ
の
も
の
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
「
七
」
で
は

「
此
の
宿
馬
の
猫
背

機

機

の
馭
者
は
」
と
い
う
表
現
で
、
「
八
」
で
は
「
猫
背

機

機

の
馭
者
は

マ
マ

馬
草
を
切
つ
た
」
と
い
う
表
現
で
、
馭
者
が
形
容
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な

く
、
「
八
」
で
は
「
馬
は
猫
背

機

機

の
横
で
、
水
を
充
分
飲
み
溜
め
た
」
と
い
う
形
で
、

「
九
」
で
は
「
「
乗
つ
と
く
れ
や
ア
」
と
猫
背

機

機

は
云
つ
た
」
と
い
う
形
で
、
も
は
や

マ
マ

「
馭
者
」
と
い
う
語
す
ら
脱
落
し
、
「
猫
背
」
と
い
う
語
の
み
で
馭
者
を
指
示
し
て

さ
え
い
る
。
そ
し
て
、
「
十
」
に
お
け
る
馬
車
の
墜
落
は
、
「
腹
掛
け
の
饅
頭
を
、
今

や
盡
く
胃
の
腑
の
中
へ
落
し
込
ん
で
了
つ
た
馭
者
」
が
「
一
層
猫
背

機

機

を
張
ら
せ
て
居

眠
り
出
し
た
」
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。

山
﨑
義
光
は
、
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る
教
材
の
中
に
「
動
物
を
登

1
6

（

）

場
人
物
と
し
た
」
小
説
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
（
「
蠅
」
も
高
等
学
校
国
語

教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
）
、
「
蠅
」
に
お
い
て
は
、
馬
車
の
動
力
源
と
し
て
の
馬

や
墜
落
し
て
動
か
な
い
人
間
が
「
物
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
一
方
で
、
蠅
が
「
生
き

も
の
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
し
、
「
物
・
生
き
も
の
・
人
と
い
う
差
異
を

〈
も
の
〉
と
し
て
同
列
化
す
る
視
線
」
が
テ
ク
ス
ト
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て

い
る
。
先
述
の
よ
う
な
、
馭
者
を
繰
り
返
し
「
猫機

背
」
と
い
う
語
で
形
容
す
る
よ
う

な
叙
法
も
ま
た
、
人
間
と
動
物
を
同
列
化
す
る
効
果
を
生
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
し
て
、
動
物
を
表
す
字
句
を
多
用
し
つ
つ
人
間
を
形
容
し
、
人
間
を
動
物
と
同

列
化
す
る
叙
法
は
、
結
果
と
し
て
は
、
読
者
が
物
語
世
界
内
に
お
け
る
人
間
の
死
か

ら
感
じ
る
は
ず
の
悲
劇
性
を
減
じ
る
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５

蠅
の
〈
眼
〉
は
何
を
見
て
い
る
の
か

「
眼
の
大
き
な
一
疋
の
蠅
」
は
、
眼
の
大
き
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

確
か
に
物
語
内
の
物
事
を
「
〈
見
る
存
在
〉
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
」
。

1
7

（

）

し
か
し
同
時
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
「
蠅
」
の
物
語
言
説
は
、
後
説
法
な
ど
を
駆
使
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し
て
、
蠅
が
見
て
い
な
か
っ
た
は
ず
の
多
く
の
場
面
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
。
ま

た
、
〈
眼
〉
と
い
う
語
は
眼
の
大
き
な
蠅
に
つ
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
。
「
若
者
は
荷
物
の
下
か
ら
、
眼
を
細
め
て
太
陽
を
眺
め
る
と
、（
以
下
略
）」

と
い
う
箇
所
で
は
若
者
の
眼
が
、
「
男
の
子
は
ひ
と
り
車
体
の
柱
を
握
つ
て
、
そ
の

生
々
と
し
た
眼
で
野
の
中
を
見
続
け
た
」
と
い
う
箇
所
で
は
男
の
子
の
眼
の
活
動
が

語
ら
れ
て
い
る
。
「
蠅
」
の
物
語
に
お
い
て
、
見
る
身
体
機
能
は
、
眼
の
大
き
な
蠅

の
み
に
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
濱
川
勝
彦
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
蠅
の
目
に
何
が
映
っ
た
か
が
テ
ク
ス

1
8

（

）

ト
に
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
十
」
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
「
そ

の
（
引
用
者
注
・
馭
者
の
）
居
眠
り
は
、
馬
車
の
上
か
ら
、
か
の
眼
の
大
き
な
蠅
が

押
し
黙
つ
た
数
段
の
梨
畑
を
眺
め

機

機

、
真
夏
の
太
陽
の
光
り
を
受
け
て
真
赤
に
栄
え
た

赤
土
の
断
崖
を
仰
ぎ

機

機

、
突
然
に
現
れ
た
激
流
を
見
下
し

機

機

機

て
、
さ
う
し
て
、
馬
車
が
高

い
崖
路
の
高
程
で
か
た
か
た
と
き
し
み
出
す
音
を
聞
い
て
も
ま
だ
続
い
た
」
と
い
う

マ
マ

部
分
で
あ
り
、
第
二
は
、
「
瞬
間
、
蠅
は
飛
び
上
つ
た
。
と
、
車
体
と
一
緒
に
崖
の

下
へ
墜
落
し
て
行
く
放
埓
な
馬
の
腹
が
眼
に
つ
い
た

機

機

機

機

機

」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
し
か

し
、
墜
落
す
る
馬
の
腹
を
見
た
蠅
が
何
を
思
っ
た
の
か
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
確
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
蠅
の
大
き
な
眼
は
、
物
語
世
界
全
体
を
見
渡
す
〈
視
点
〉
で

は
な
い
し
、
ま
し
て
、
人
間
た
ち
の
心
理
ま
で
を
見
通
す
よ
う
な
〈
視
点
〉
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

「
蠅
」
の
物
語
言
説
は
、
先
の
引
用
部
分
に
続
く
次
の
叙
述
を
も
っ
て
終
わ
る
。

さ
う
し
て
、
人
馬
の
悲
鳴
が
高
く
一
声
発
せ
ら
れ
る
と
、
河
原
の
上
で
は
、
壓

し
重
な
つ
た
人
と
馬
と
板
片
と
の
塊
り
が
、
沈
黙
し
た
ま
ゝ
動
か
な
か
つ
た
。

が
、
眼
の
大
き
な
蠅
は
、
今
や
完
全
に
休
ま
つ
た
そ
の
羽
根
に
力
を
籠
め
て
、

た
だ
ひ
と
り
、
悠
々
と
青
空
の
中
を
飛
ん
で
い
つ
た
。

だ
が
肝
心
の
こ
の
最
終
場
面
に
お
い
て
、
蠅
が
何
を
見
て
い
た
の
か
は
、
実
は
十

分
に
明
示
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
前
掲
の
最
終
場
面
の
叙
述
は
、
二
通
り

の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
一
つ
は
、
引
用
部
分
の
第
一
文
（
傍
線
部
）
が
、
蠅
の
眼

に
映
っ
た
光
景
を
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
、
や
や
変
則
的
な
内
的
焦
点
化
に
よ
る
叙

述
と
考
え
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
一
文
が
、
直
前
の
蠅
の
「
眼
に
つ
い
た
」
事
象
を

叙
述
し
た
一
文
に
続
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
傍
線
部
の
一
文
が
叙
述
す
る
光
景
も
ま

た
直
前
の
一
文
の
そ
れ
と
同
様
に
蠅
の
「
眼
に
つ
い
た
」
事
象
な
の
だ
と
考
え
る
こ

と
は
、
あ
な
が
ち
不
自
然
な
推
論
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
蠅
は
少
な
く
と
も
一

旦
は
、
墜
落
し
て
動
か
な
く
な
っ
た
人
馬
を
見
た
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
引
用

1
9

（

）

部
分
の
第
一
文
（
傍
線
部
分
）
を
、
焦
点
化
ゼ
ロ
の
（
語
り
手
の
い
わ
ゆ
る
全
知
視

点
か
ら
の
）
語
り
で
あ
る
と
見
な
す
解
釈
で
あ
る
。
傍
線
部
の
一
文
に
は
、
そ
う
し

た
光
景
を
蠅
が
見
た
こ
と
を
明
示
す
る
叙
述
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
解
釈

も
ま
た
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
は
、
墜
落
し
た
人
馬
を
蠅
が
見
た

の
か
ど
う
か
は
、
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
か
ら
は
断
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

蠅
は
、
崖
の
下
の
「
河
原
の
上
」
で
動
か
な
い
「
人
と
馬
と
板
片
と
の
塊
り
」
を

た
と
え
一
瞬
で
も
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
ん
な
も
の
に
は
目
も
く
れ
ず
、

た
だ
青
空
だ
け
を
見
な
が
ら
上
昇
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る

答
え
は
、
テ
ク
ス
ト
の
空
所
と
し
て
残
さ
れ
、
読
者
の
想
像
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

2
0

（

）

６

テ
ク
ス
ト
の
空
所
と
読
者
の
想
像
力

高
等
学
校
国
語
教
材
と
し
て
の
「
蠅
」

西
田
谷
洋
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
の
批
評
理
論
を
紹
介
し
、
次
の
よ

2
1

（

）

う
に
概
説
し
て
い
る
。

イ
ー
ザ
ー
は
、
文
学
テ
ク
ス
ト
は
、
読
者
の
参
加
に
よ
っ
て
空
所
・
空
白
を

埋
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。
空
所
と
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
テ

害24害
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ク
ス
ト
の
中
で
意
味
確
定
が
留
保
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

さ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
空
所
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
高
等
学
校
国
語
教
材
と
し
て

「
蠅
」
が
扱
わ
れ
る
際
に
も
、
今
後
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と

思
わ
れ
る
。
二
〇
二
二
年
か
ら
実
施
さ
れ
る
予
定
の
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
は
、
「
国
語
」
全
般
の
「
目
標
」
と
し
て
、
次
の
事
項
を
掲
げ
て
い
る
。

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、
国
語
で
的

確
に
理
解
し
効
果
的
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
次
の
と
お
り
育
成
す
る
こ
と

を
目
指
す
。

（
１
）

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
理

解
し
適
切
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

（
２
）

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
お
け
る
他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合

う
力
を
高
め
、
思
考
力
や
想
像
力
を
伸
ば
す
。

（
３
）

言
葉
の
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
言
語
感
覚
を
磨
き
、

我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
生
涯
に
わ
た
り
国
語

を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
態
度
を
養
う
。

テ
ク
ス
ト
の
空
所
に
つ
い
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
は
、
こ
の
う
ち
（
２
）
の
資

質
・
能
力
を
育
成
す
る
こ
と
に
関
わ
る
。

現
在
「
蠅
」
を
所
収
し
て
い
る
高
等
学
校
国
語
教
科
書
の
一
つ
で
あ
る
三
省
堂

『
精
選
現
代
文
Ｂ
』
は
、
「
蠅
」
本
文
の
後
に
「
学
習
の
手
引
き
」
と
し
て
「
結
末

の
で
き
ご
と
の
も
つ
意
味
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
ご
と
に
ま
と
め
て
み
よ
う
」

「
「
眼
の
大
き
な
一
匹
の
蠅
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
か
。
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」

と
い
う
課
題
を
設
定
し
、
物
語
言
説
か
ら
直
接
に
は
正
答
を
導
出
し
え
な
い
（
一
つ

の
正
答
に
収
斂
し
え
な
い
）
テ
ク
ス
ト
の
空
所
に
つ
い
て
想
像
力
を
働
か
せ
る
よ
う

生
徒
を
誘
導
し
て
い
る
。

国
語
教
材
と
し
て
の
「
蠅
」
に
つ
い
て
論
じ
た
中
で
石
田
仁
志
は
、
「
読
み
」
の

2
2

（

）

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
仮
に
事
故
で
生
き
残
っ
た
者
が
い
た
場
合
、
そ
の
者
は

「
生
き
残
っ
た
こ
と
へ
の
罪
障
感
」
を
抱
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
者
が
で
き
る
こ

と
は
「
死
の
記
憶
を
経
験
と
し
て
そ
の
後
の
〈
生
〉
の
中
で
受
け
止
め
て
い
く
こ
と
」

だ
と
述
べ
て
い
る
。
読
者
が
こ
う
し
た
認
識
に
到
達
す
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
も

ま
た
、
前
掲
学
習
指
導
要
領
の
（
２
）
の
資
質
・
能
力
に
深
く
関
わ
る
読
書
行
為
で
あ

る
と
言
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
蠅
」
の
最
終
場
面
を
ど
う
捉
え
る
か
は
、
前
述
の
よ
う
に
、

人
馬
の
死
を
蠅
が
見
た
と
解
釈
す
る
か
、
見
な
か
っ
た
と
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
異

な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
「
さ
う
し
て
、
人
馬
の
悲
鳴
が
高
く
一
声
発
せ
ら
れ
る
と
、

河
原
の
上
で
は
、
壓
し
重
な
つ
た
人
と
馬
と
板
片
と
の
塊
り
が
、
沈
黙
し
た
ま
ゝ
動

か
な
か
つ
た
」
と
い
う
一
文
が
内
的
焦
点
化
に
よ
る
語
り
で
あ
る
と
考
え
る
か
、
焦

点
化
ゼ
ロ
の
語
り
で
あ
る
と
考
え
る
か
と
い
う
、
物
語
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
問

題
と
深
く
関
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
方
法
が
、
物
語
を
扱
う
あ
ら

ゆ
る
読
書
行
為
の
場
に
お
い
て
（
学
校
教
育
の
場
に
お
い
て
も
）
有
効
で
あ
る
こ
と

の
、
一
つ
の
証
左
で
あ
る
。

７

内
面
の
後
景
化
と
「
蠅
」
の
前
衛
性

こ
れ
ま
で
、
「
蠅
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
最
終
場
面
に
特
に
着
目
し
て
論
じ
て
き

た
が
、
実
は
こ
の
場
面
で
最
も
重
要
な
の
は
、
眼
の
大
き
な
蠅
が
墜
落
し
た
人
馬
と

青
空
の
ど
ち
ら
を
見
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
も
な
い
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
ち
ら

を
蠅
が
見
て
い
る
と
我
々
読
者
が
想
像
す
る
か
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
の

死
が
明
確
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
場
に
蠅
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
に
そ
の
場
で
起
き
た
人
の
死
を
蠅
が
見
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
明
確
な
叙
述
が
存

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

在
し
な
い

機

機

機

機

と
い
う
点
に
こ
そ
、
「
蠅
」
の
物
語
言
説
の
特
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
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る
の
で
あ
る
。

「
眼
の
大
き
な
蠅
は
、
今
や
完
全
に
休
ま
つ
た
そ
の
羽
根
に
力
を
籠
め
て
、
た
だ

ひ
と
り
、
悠
々
と
青
空
の
中
を
飛
ん
で
い
つ
た
」
と
い
う
最
後
の
一
文
に
お
い
て
、

物
語
言
説
は
蠅
へ
の
内
的
焦
点
化
を
避
け
、
外
的
焦
点
化
の
み
に
機
能
を
集
中
し
て

い
る
。
蠅
が
、
「
眼
の
大
き
な
蠅
」
と
形
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
見
る
〉
存
在

と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
馬
の

突
然
の
死
と
い
う
読
者
に
よ
っ
て
は
衝
撃
的
で
あ
る
は
ず
の
出
来
事
を
見
た

機

機

の
か
ど

う
か
が
、
明
示
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
蠅
が
「
「
馬
車
」
に
お
け
る

関
係
の
網
の
目
か
ら
逃
れ
え
る
存
在
」
で
あ
り
、
「
人
間
の
精
神
世
界
」
と
「
交

2
3

（

）

流
」
で
き
な
い
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
蠅
が
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
読

2
4

（

）

者
は
そ
の
注
意
を
人
間
の
内
面
と
は
没
交
渉
の
存
在
で
あ
る
蠅
に
傾
け
ざ
る
を
え
な

く
な
り
、
作
中
人
物
（
特
に
墜
落
死
し
た
者
た
ち
）
へ
の
感
情
移
入
や
共
感
を
阻
害

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
眼
の
大
き
な
蠅
の
存
在
が
、
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
蠅
を
外

2
5

（

）

的
焦
点
化
に
よ
っ
て
叙
述
す
る
語
り
の
機
能
こ
そ
が
、
人
間
の
内
面
を
後
景
化
す
る

機
能
を
強
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
九
」
場
面
ま
で
で
、
墜
落
死
し
た
七
人
の
人
物
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
は
、
い

く
つ
も
の
後
説
法
に
よ
っ
て
、
活
き
活
き
と
描
写
し
て
き
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、

墜
落
死
し
た
瞬
間
に
彼
ら
が
感
じ
た
で
あ
ろ
う
恐
怖
は
全
く
叙
述
さ
れ
な
い
し
、
墜

落
死
直
後
の
場
面
で
は
、
彼
ら
の
死
に
は
何
ら
の
意
味
づ
け
も
さ
れ
な
い
。
仮
に
物

語
言
説
が
、
蠅
が
確
か
に
墜
落
後
の
人
馬
を
見
た
の
だ
と
い
う
明
示
的
な
叙
述
を

行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
蠅
が
そ
れ
を
悲
劇
と
し
て
感
受
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
内

的
焦
点
化
に
よ
る
語
り
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
読
者
は
、
悲
劇
が
悲
劇
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
一
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
、
安
定
を
取
り
戻
す
こ
と

が
で
き
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
蠅
」
の
物
語
言
説
は
そ
う
し
た
叙
述
を
行
わ
ず
、

読
者
を
絶
対
的
な
不
安
に
陥
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
発
想
を

転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
蠅
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
物
語
内
の
出
来

事
を
見
渡
す
存
在
と
し
て
蠅
が
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
全
く
逆
に
、
物
語
世
界

を
見
渡
す
視
点
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
大
き
な
眼
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
物
語
世
界
の
事
象
を
見
渡
し
て
は
い
な
い
存
在
と
し
て

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

蠅
が
描
き
込
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。

日
本
近
代
文
学
の
（
特
に
文
学
の
〈
正
統
〉
と
見
な
さ
れ
て
き
た
い
わ
ゆ
る
〈
純

文
学
〉
の
）
歴
史
は
、
人
間
の
〈
内
面
〉
あ
る
い
は
広
い
意
味
で
の
〈
心
〉
を
前
景

化
し
て
き
た
歴
史
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
「
蠅
」
の
物
語
言
説
は
、
①

作
中
人
物
へ
の
感
情
移
入
を
避
け
る
よ
う
な
叙
法
に
よ
っ
て
、
②
人
間
を
動
物
と
同

列
化
す
る
よ
う
な
形
容
に
よ
っ
て
、
③
墜
落
事
故
の
場
面
で
さ
え
墜
落
し
た
人
馬
よ

り
も
蠅
を
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
す
る
よ
う
な
「
再
現
」
の
あ
り
よ
う
に
よ
っ
て
、
④

蠅
が
墜
落
死
し
た
人
馬
を
見
て
い
た
の
か
ど
う
か
さ
え
明
示
し
な
い
外
的
焦
点
化
の

操
作
に
よ
っ
て
、
徹
底
的
に
〈
内
面
〉
を
後
景
化
し
た
小
説
と
し
て
現
象
し
た
。

「
蠅
」
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
〈
内
面
〉
を
後
景
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
言
語
機
能

そ
の
も
の
が
主
役
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
点
に

こ
そ
、
「
蠅
」
の
前
衛
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）

日
置
俊
次
「
横
光
利
一
「
蠅
」
論
」
（
『
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
二
〇

一
四
年
三
月
）
は
、
馭
者
の
主
婦
に
対
す
る
性
的
欲
求
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、

そ
う
し
た
観
点
に
立
て
ば
、
主
婦
を
物
語
を
推
進
す
る
軸
と
し
て
位
置
づ
け
る

こ
と
も
で
き
る
。

（
２
）

ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
説
明
で
は
、
錯
時
法
と
は
「
物
語
内
容
の
順
序
と
物
語
言
説

の
そ
れ
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
不
整
合
」（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物

語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
花
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
五
年
九
月
、

三
〇
頁
）
で
あ
る
。

（
３
）

小
谷
瑛
輔
「
語
り
手
は
ど
こ
に
い
る
の
か

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」

害26害

23

24

25



害27害

Ⅱ
」
、
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
年
一
〇

月
、
九
一
頁

（
４
）

石
田
仁
志
「
『
蠅
』

引
き
裂
か
れ
る
読
者
の
身
体
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
二

〇
〇
〇
年
六
月

（
５
）

小
谷
瑛
輔
「
語
り
手
は
ど
こ
に
い
る
の
か

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」

Ⅱ
」
、
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
年
一
〇

月
、
九
七
頁

（
６
）

由
良
君
美
「
『
蠅
』
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
」
由
良
哲
次
編
『
横
光
利
一
の
文
学
と

生
涯

没
後
三
十
年
記
念
集

』
桜
楓
社
、
一
九
七
七
年
一
二
月

（
７
）

保
昌
正
夫
「
作
品
に
即
し
て
」
横
光
利
一
『
日
輪
・
春
は
馬
車
に
乗
っ
て

他
八
篇
』
岩
波
文
庫
、
一
九
八
一
年
八
月

（
８
）

栗
坪
良
樹
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学

第
十
四
巻

横
光
利
一
』
角
川
書
店
、

一
九
八
一
年
九
月

（
９
）

小
森
陽
一
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
新
曜
社
、
一
九
八
八
年
四
月
。
引
用
は

『
構
造
と
し
て
の
語
り
・
増
補
版
』
（
青
弓
社
、
二
〇
一
七
年
九
月
）
に
よ
る
。

（

）

梶
木
剛
『
横
光
利
一
の
軌
跡
』
国
文
社
、
一
九
七
九
年
八
月

10

（

）

田
口
律
男
「
語
り

カ
メ
ラ
・
ア
イ

横
光
利
一
「
蠅
」
」『
解
釈
と
鑑
賞
』

11

vs

二
〇
〇
八
年
七
月

（

）

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
デ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
和
泉
涼

12

一
・
尾
河
直
哉
訳
、
水
声
社
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月

（

）

橋
本
陽
介
『
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
入
門
』
（
水
声
社
、
二
〇
一
四
年
七
月
）
は
横

13

光
利
一
『
上
海
』
の
一
節
を
例
と
し
て
挙
げ
つ
つ
、
作
中
人
物
（
例
と
し
て
挙

げ
ら
れ
た
『
上
海
』
の
一
部
分
の
場
合
は
参
木
）
の
「
内
面
が
表
さ
れ
て
い
る
」

叙
述
、
「
あ
る
人
物
の
視
点
（
知
覚
）
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
」
叙
述
が
、
ジ
ュ

ネ
ッ
ト
の
「
内
的
焦
点
化
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（

）

中
村
三
春
『
修
辞
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム

テ
ク
ス
ト
様
式
論
の
試
み
』
ひ
つ
じ

14

書
房
、
二
〇
〇
六
年
五
月

（

）

水
川
敬
章
「
語
る
こ
と
・
見
る
こ
と
と
テ
ク
ス
ト
の
仕
組
み

森
鷗
外
「
高

15

瀬
舟
」
Ⅱ
」
、
松
本
和
也
編
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六

年
一
〇
月
、
五
七
頁

（

）

山
﨑
義
光
「〈
も
の
〉の
文
化
的
な
価
値
を
読
む

「
蠅
」
を
起
点
と
し
て
」

16

『
月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
七
年
七
月

（

）

高
橋
幸
平
「
横
光
利
一
「
蠅
」
の
主
題
」『
国
語
国
文
』
二
〇
〇
八
年
一
一
月

17

（

）

濱
川
勝
彦
「
横
光
利
一『
蠅
』・『
頭
な
ら
び
に
腹
』を
め
ぐ
っ
て

蠅
・
子

18

僧
と
構
図
を
中
心
に

」『
叙
説
』（
奈
良
女
子
大
学
）
一
九
九
一
年
一
二
月

（

）

小
森
陽
一（
前
掲
書
）は
こ
の
部
分
を
「
蠅
の
視
座
か
ら
崖
下
へ
ズ
ー
ム
イ
ン
し

19

て
い
く
」
叙
述
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。

（

）

水
川
敬
章
「
語
る
こ
と
・
見
る
こ
と
と
テ
ク
ス
ト
の
仕
組
み

森
鷗
外
「
高

20

瀬
舟
」
Ⅱ
」
（
『
テ
ク
ス
ト
分
析
入
門
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
、

五
八
頁
）
は
、
「
テ
ク
ス
ト
に
叙
述
さ
れ
な
い
も
の
」
と
い
う
表
現
で
「
空
所
」

を
説
明
し
て
い
る
。

（

）

西
田
谷
洋
『
学
び
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

文
学
理
論
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一

21

四
年
四
月

（

）

石
田
仁
志
「
教
材
と
し
て
の
「
蠅
」

権
力
と
し
て
の
読
書
行
為
」
『
文
学

22

論
藻
』
二
〇
〇
七
年
二
月

（

）

杣
谷
英
紀
「
横
光
利
一
『
蠅
』
の
隠
喩
」『
日
本
文
芸
研
究
』
一
九
九
七
年
三
月

23

（

）

日
置
俊
次
「
横
光
利
一
「
蠅
」
論
」
（
前
掲
）

24

（

）

濱
川
勝
彦
「
横
光
利
一
『
蠅
』
・
『
頭
な
ら
び
に
腹
』
を
め
ぐ
っ
て

蠅
・

25

子
僧
と
構
図
を
中
心
に

」（
前
掲
）
も
、
蠅
の
存
在
が
「
深
刻
で
あ
る
べ
き

悲
劇
を
卑
小
化
し
、
そ
の
意
味
を
空
無
化
す
る
」
と
し
て
い
る
。


