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日
野
啓
三
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
に
お
け
る
言
語
観 

―
― 

小
説
の
言
葉
と
は
何
か 

―
― 

  

山 

根 

繁 

樹 

  
 

は
じ
め
に 

  

日
野
啓
三
は
、
一
九
六
四
年
末
か
ら
一
九
六
五
年
夏
に
か
け

て
、
読
売
新
聞
社
の
初
代
常
駐
特
派
員
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
中

の
サ
イ
ゴ
ン
（
現
「
ホ
ー
チ
ミ
ン
」
）
に
滞
在
し
た
。
そ
の
経
験

は
日
野
を
創
作
へ
と
向
か
わ
せ
、
一
九
六
六
年
三
月
に
は
小
説
第

一
作
『
向
う
側
』

（
１
）

が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
一
九
六

六
年
の
七
月
に
は
『
広
場
』

（
２
）

を
、
一
一
月
に
は
『
炎
』

（
３
）

を
発
表

し
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
が
ベ
ト
ナ
ム
体
験
を
契
機
に
書
か
れ
た
と

い
う
こ
と
は
、
日
野
自
身
が
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
こ
と
で
も
あ

る
。 

 
 

〈
１
９
６
４
年
（
昭
39
・
35
歳
）
～
６
５
年 

 
 
 

 

米
軍
本
格
介
入
時
期
の
南
ベ
ト
ナ
ム
へ
特
派
員
に
出

る
。
７
か
月
間
。
様
々
な

き
出
し
の
も
の
を
見
、

茫
々
と
溶
解
す
る
自
分
を
感
じ
、
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

は
も
う
評
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
小
説
を
書
こ
う
と

決
心
す
る
。

（
４
）

〉 

 

確
か
に
日
野
は
、
学
生
で
あ
っ
た
一
九
五
〇
年
代
初
頭
か
ら

「
新
人
批
評
家
」

（
５
）

と
し
て
「
近
代
文
学
」
な
ど
に
評
論
を
書
い

て
い
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
〈
小
説
〉
が
〈
評
論
で
は
捉
え
ら
れ

な
い
〉
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
〉
を
捉
え
う
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
。
日
野
は
、
〈
小
説
〉
を
、
〈
小
説
〉
の
言
葉
を
、
い

か
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
、
そ
の
実
作

た
る
前
述
の
作
品
は
、
芳
し
い
反
響
が
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
単

行
本
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
こ
で
試
み
ら
れ
た
実
験
的

と
も
い
え
る
方
法
は
、
そ
の
後
の
日
野
自
身
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
日
野
は
様
々
な
〈
小
説
〉
を

書
き
続
け
、
〈
評
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
〉
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
〉
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を
捉
え
よ
う
と
し
続
け
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。 

 

と
こ
ろ
で
日
野
は
、
《
一
九
六
六
年
十
月
二
十
一
日
》
と
日
付

を
記
さ
れ
た
「
あ
と
が
き
」
を
持
つ
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
『
ベ
ト

ナ
ム
報
道 

特
派
員
の
証
言
』

（
６
）

（
以
下
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
）

を
、
初
の
著
書
と
し
て
上
梓
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
初

代
常
駐
特
派
員
と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
わ
っ
た
、
「
新
聞
記

者
」
と
し
て
の
日
野
の
言
葉
で
あ
り
、
い
わ
ば
〈
小
説
〉
と
は
異

な
る
言
葉
で
綴
っ
た
ベ
ト
ナ
ム
体
験
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

は
、
前
述
の
初
期
〈
小
説
〉
と
そ
の
執
筆
時
期
を
共
有
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
日
野
は
、
そ
の
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
を
い
か
な
る
言

葉
で
書
き
綴
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
〈
小
説
〉
で
は
な
い
『
ベ

ト
ナ
ム
報
道
』
を
読
み
つ
つ
、
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
日
野
の

〈
評
論
〉
に
も
目
を
配
り
な
が
ら
、
日
野
の
言
語
観
を
探
っ
て
み

た
い
。
そ
れ
は
、
〈
評
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
〉
こ
と
の
内
実
を

問
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
日
野
の

〈
小
説
〉
に
か
け
る
想
い
が
実
作
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
か

ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
目
論
見
は
、

あ
く
ま
で
も
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
の
言
葉
、
お
よ
び
日
野
の
〈
評

論
〉
の
言
葉
が
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
そ
し

て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
〈
小
説
〉
を
要
請
す
る
の
か
を
考
え
る

こ
と
に
あ
る
。 

  
 

一 

『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
の
言
語
認
識 

 

 

そ
も
そ
も
、
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
と
は
、
い
か
な
る
内
容
を
持

つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

《
初
め
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
の
丸
山
尚
氏
は
、
体

験
に
も
と
づ
く

報
道
論

を
書
け
、
と
い
っ
て
く
れ
た

の
だ
が
、
で
き
上
が
っ
た
も
の
は
報
道
論
を
ダ
シ
に
し
た


体
験
記

の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か

も
特
派
員
の
体
験
と
い
う
枠
を
は
み
出
し
て
個
人
的
な
内
的

体
験
に
逸
脱
し
た
傾
向
さ
え
あ
る
が
、
既
成
の
報
道
の
公
理

と
限
界
を
守
り
と
お
せ
る
よ
う
な
ま
と
も
な
状
況
で
は
な
か

っ
た
、
つ
ま
り
私
個
人
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
対
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
の
だ

―
と
い
う
こ
と
で

了
解
し
て
い
た
だ
い
た
。
》 

 

日
野
は
《
報
道
論
を
ダ
シ
に
し
た

体
験
記

の
よ
う
な
も

の
》
と
い
う
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
《
体
験
》
が
《
既
成
の
報
道
の

公
理
と
限
界
》
を
逸
脱
せ
ざ
る
を
え
な
い
ギ
リ
ギ
リ
の
も
の
だ
っ

た
と
い
う
自
負
を
、
控
え
め
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

本
文
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
報
道
し

よ
う
と
し
た
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
史
上
初
め
て
世
界
の
舞
台
に

出
て
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
直
接
の
取
材
と
報
道
を
行
っ
た
の

で
あ
り
、
そ
の
試
行
錯
誤
に
つ
い
て
の
自
覚
な
し
に
、
《
報
道

論
》
な
ど
あ
り
え
よ
う
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確

か
に
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
は
、
「
報
道
」
と
は
何
か
、
「
言
葉
で

伝
え
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
、
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
、

日
野
自
身
の
《
体
験
》
と
試
行
錯
誤
を
綴
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
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る
と
い
え
る
。
で
は
、
日
野
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 
ま
ず
、
日
野
は
、
ほ
と
ん
ど
予
備
知
識
も
な
い
ま
ま
に
ベ
ト
ナ

ム
に
入
っ
た
後
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
見
取
り
図
を
自
ら
が
構
築
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
状
況
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

《
こ
こ
に
は
、
情
勢
の
全
体
を
奥
行
と
陰
影
を
も
っ
て
説
明

し
て
く
れ
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
奇
妙
さ
は
奇
妙
さ
の
ま
ま

に
一
つ
の
生
き
て
動
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
し
て
事
態
を
ま
と
め

て
く
れ
る
人
も
い
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
自
分
で
つ
く

る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
私
は
新
聞
記
者
だ
。
空
白
は
自
分
で

ひ
と
つ
ず
つ
埋
め
て
ゆ
く
よ
り
仕
方
が
な
い
。
だ
が
そ
の
空

白
は
い
つ
埋
ま
る
の
か
。
》 

 

何
も
知
ら
ぬ
状
況
の
中
に
置
か
れ
、
す
べ
て
を
自
分
自
身
で
把

握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

で
起
こ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
敵
と
味
方
の
区
別
す
ら
曖
昧

な
内
戦
、
ゲ
リ
ラ
戦
で
あ
り
、
そ
れ
を
単
純
な
「
力
」
に
よ
っ
て

制
圧
し
よ
う
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
戦
力
の
投
入
に
よ
る

事
態
の
複
雑
化
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
態
の
把
握
は
、

単
純
に
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
日
野
は
、
そ
こ
で
事
態
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と

を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 
 

《

事
実

と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
と
き
、
私
は
周
囲

か
ら
く
っ
き
り
と
区
切
ら
れ
て
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
実
体

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 
 

ま
た

客
観
的

と
い
う
と
き
、
毅
然
と
し
て
冷
徹
な

レ
ン
ズ
の
ご
と
き
立
場
と
姿
勢
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

 
 
 

私
が
ベ
ト
ナ
ム
報
道
を
考
え
る
と
き
、
事
実
そ
れ
自
体
が

ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
客
観
性
と
い
う
立
場
そ
の
も
の

が
、
つ
ね
に
眺
め
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
》 

 

つ
ま
り
、
日
野
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
取
材
に
お
い
て
、
《
事

実
》
や
《
客
観
性
》
そ
の
も
の
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
言
葉
」
の
意
義
そ
の
も
の
を
問
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
日
野
自
身
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
批
評
家

と
し
て
活
躍
し
た
時
代
か
ら
考
え
続
け
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。 

 
 

《
私
は
か
ね
て
か
ら
言
葉
と
い
う
も
の
を
単
に
意
味
伝
達
の

手
段
と
だ
け
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
概
念
と
形
式
論
理
だ

け
で
は
な
く
、
感
覚
と
想
念
の
波
動
と
陰
影
そ
の
も
の
と
し

て
の
言
葉
、
矛
盾
を
矛
盾
の
ま
ま
に
捉
え
る
弁
証
法
的
な
思

考
に
、
自
分
を
訓
練
し
て
き
た
。
た
だ
東
京
の
デ
ス
ク
の
仕

事
で
は
、
そ
う
し
た
文
学
的
な
自
分
の
発
想
と
表
現
を
意
識

的
に
お
さ
え
て
き
た
が
、
い
ま
や
未
知
の
世
界
に
、
そ
れ
も

動
乱
の
真
っ
た
だ
中
に
放
り
出
さ
れ
た
い
ま
、
自
己
制
御
の

余
裕
な
ど
は
す
で
に
不
可
能
だ
っ
た
。 

 
 
 

自
分
の
全
感
覚
、
全
神
経
、
全
思
考
能
力
を
開
い
て
、
自

分
の
内
部
に
納
得
の
ゆ
く
手
ご
た
え
を
与
え
る
反
応
を
、
確

実
に
つ
か
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
》 

《
事
実
》
や
《
客
観
性
》
が
確
か
で
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
な

ら
、
言
葉
は
《
単
に
意
味
伝
達
の
手
段
》
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
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が
、
日
野
は
、
言
葉
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

《
感
覚
と
想
念
の
波
動
と
陰
影
そ
の
も
の
と
し
て
の
言
葉
》
と

は
、
世
界
を
捉
え
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
よ
う
な
言
葉
の
意
で

あ
ろ
う
が
、
日
野
は
そ
れ
を
《
文
学
的
》
と
形
容
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
そ
の
よ
う
な
「
言
葉
」
が
、
日
野
が
批
評
家
と
し
て
思
考

す
る
中
で
発
見
し
、
自
覚
し
た
言
葉
の
様
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
言

葉
」
は
、
本
質
的
で
は
あ
っ
て
も
一
般
的
で
は
な
い
、
と
い
う
認

識
が
、
日
野
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

し
か
し
、
日
常
的
で
一
般
的
な
、
言
葉
に
つ
い
て
の
認
識
は
、

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
現
場
に
お
い
て
通
用
す
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
日
野
は
、
よ
り
本
質
的
な
言
葉
に
つ
い
て
の
認

識
そ
の
も
の
を
明
示
し
な
が
ら
、
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
を
書
き
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 
 

《
「
新
聞
は
読
者
に
判
断
の
材
料
を
与
え
れ
ば
よ
い
、
判
断

は
読
者
が
す
る
」
と
い
う
も
っ
と
も
ら
し
い
意
見
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
記
者
の
意
見
を
露
出
さ
せ
た
記
事
は
、
拙
劣
な
記

事
だ
。
そ
ん
な
記
事
は
ま
ず
本
社
の
デ
ス
ク
で
没
に
な
る
。

だ
が
材
料
そ
の
も
の
で
さ
え
ま
っ
た
く
の
記
者
の
主
観
な
し

に
集
め
、
書
け
る
と
考
え
る
の
は
神
話
に
す
ぎ
な
い
。 

 
 
 

材
料
を
材
料
と
認
知
す
る
と
こ
ろ
に
ま
ず
判
断
が
働
い
て

お
り
、
そ
れ
を
文
章
に
す
る
と
き
さ
ら
に
、
判
断
が
働

く
。
》 

 
 

《
新
聞
記
者
た
ち
の
中
に
は
、
文
章
な
ん
て
ど
う
で
も
い

い
、
事
実
と
論
理
が
伝
わ
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う

考
え
の
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
本
当
に
わ
か
っ
て
も
ら
う

た
め
に
こ
そ
、
文
章
に
苦
労
す
べ
き
だ
と
私
は
確
信
し
て
い

る
。
い
わ
ゆ
る
美
文
や
名
文
と
い
っ
た
修
辞

レ
ト
リ
ッ
ク

の
問
題
で
は

な
い
。
「
決
定
的
」
と
か
「
重
大
化
」
と
か
、
こ
と
さ
ら
深

刻
な
形
容
詞
を
安
易
に
使
っ
て
深
刻
め
か
す
こ
と
で
も
な

い
。
表
現
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
ま
と
も
な
事
実
と
論

理
の
成
立
し
な
い
相
補
性
と
不
確
定
性
原
理
の
動
乱
の
世
界

で
は
、
素
朴
リ
ア
リ
ズ
ム
と
形
式
論
理
を
越
え
た
認
識
と
表

現
の
工
夫
が
当
然
必
要
な
の
だ
。
こ
の
場
合
、
言
葉
は
も
は

や
伝
達
の
手
段
で
は
な
く
、
認
識
の
姿
勢
そ
の
も
の
、
表
現

の
内
容
そ
の
も
の
と
な
る
。
》 

 

お
そ
ら
く
、
日
野
自
身
の
中
で
も
、
日
常
的
で
一
般
的
な
認
識

に
お
け
る
「
言
葉
」
が
機
能
す
る
世
界
が
、
実
感
さ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
《
東
京
の
デ
ス
ク
の
仕
事
で
は
》
と
い
っ
た
「
場

合
分
け
」
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
日
野

に
と
っ
て
新
聞
記
者
と
し
て
の
仕
事
は
、
《
文
学
的
》
な
批
評
家

と
し
て
の
仕
事
と
は
、
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
異
な
る
も
の
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
、
そ
の
新
聞
記
者
と
し
て
の
仕
事
を
す
べ
き
ベ
ト
ナ
ム

に
お
い
て
、
よ
り
本
質
的
な
認
識
に
お
け
る
「
言
葉
」
が
必
要
と

さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
批
評
家
と
し
て
「
言
葉
」
に
つ
い
て
考
え

続
け
て
き
た
こ
と
が
、
当
然
活
か
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
の
方
向
に
、
つ
ま
り
、
批
評

家
と
し
て
《
文
学
的
》
で
あ
っ
た
姿
勢
や
認
識
に
対
し
て
、
ベ
ト

ナ
ム
の
現
実
は
よ
り
徹
底
し
た
姿
勢
や
認
識
を
要
求
す
る
も
の
だ
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っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ま
や
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、

《
文
学
的
》
か
否
か
と
い
っ
た
態
度
の
選
択
で
は
な
い
。
日
野

は
、
否
応
な
く
言
葉
の
本
質
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
い
現
場
に

立
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
、
そ
れ
ま
で
考
え
ら

れ
て
き
た
《
文
学
的
》
と
は
、
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
「
物
語

化
」
を
拒
も
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。 

『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
に
お
い
て
日
野
は
、
よ
り
本
質
的
な
言
葉
に

つ
い
て
の
認
識
が
要
求
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
現
場
を
、
よ
り

本
来
的
な
世
界
と
し
て
捉
え
て
い
る
。 

 
 

《
同
じ
よ
う
に
、
誰
が
書
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
記
事
が
で
き
る

社
会
的
事
件
の
方
が
む
し
ろ
特
殊
な
例
で
あ
っ
て
、
観
測
主

体
と
の
相
互
作
用
を
無
視
し
て
対
象
そ
の
も
の
の
姿
を
捉
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
よ
う
に
対
象
の
姿

は
石
塊
の
よ
う
に
明
確
に
で
は
な
く
、
不
断
に
う
ご
め
き
ま

わ
る
ア
ミ
ー
バ
の
不
定
形
の
う
ご
め
き
を
確
率
的
に
示
唆
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
い
う
動
乱
渦
中
の
政
治
的
事
件

の
方
が
、
世
界
の
基
本
的
な
在
り
方
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
る
。
》 

 

捉
え
が
た
い
現
実
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
《
世
界

の
基
本
的
な
在
り
方
》
だ
と
考
え
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
平
穏
な
日

常
的
現
実
は
仮
構
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の

仮
構
は
、
我
々
を
取
り
巻
く
大
小
無
数
の
「
物
語
」
に
よ
っ
て
成

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

次
の
中
に
あ
る
《
決
ま
り
文
句
の
眼
鏡
》
《
定
型
的
発
想
》
に
も

通
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 
 

《
私
は
繰
り
返
し
書
い
て
き
た
が
、
い
わ
ゆ
る
事
実
と
い
う

も
の
は
そ
れ
ほ
ど
確
定
し
た
も
の
か
、
そ
れ
ほ
ど
信
頼
し
う

る
も
の
な
の
か
、
一
体
誰
が
、
何
が
そ
れ
を
事
実
と
保
証
す

る
の
か
。
決
ま
り
文
句
の
眼
鏡
を
は
ず
し
て
事
象
を
凝
視
す

る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
事
実
ら
し
き
も
の
の
形
は
忽
ち
ぼ
や
け

重
さ
は
失
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
誰
か
が
、
特
定
の
権
力
が
、

特
定
の
政
治
的
見
解
が
そ
の
事
実
を
す
で
に
着
色
し
、
荷
電

し
、
手
際
よ
く
配
列
し
て
い
る
そ
の
手
つ
き
が
、
は
っ
き
り

と
み
え
て
く
る
。 

 
 
 

こ
こ
ま
で
は
見
て
よ
ろ
し
い
。
そ
れ
以
上
は
見
て
も
考
え

て
も
い
け
な
い
と
い
う
垣
根
が
み
え
て
く
る
。
そ
の
垣
根
を

あ
え
て
踏
み
越
え
る
、
自
由
で
不
安
な
意
志
が
大
切
な
の
だ

と
私
は
強
調
し
た
い
。 

 
 
 

政
府
の
検
閲
そ
の
他
の
外
的
制
限
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
み
ず
か
ら
の
内
部
に
固
定
さ
れ
た
公
理
の

枠
、
習
い
お
ぼ
え
身
に
つ
い
た
定
型
的
発
想
と
文
章
の
垣
根

を
越
え
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
》 

 

こ
こ
ま
で
の
日
野
の
言
語
観
は
、
い
わ
ゆ
る
言
語
論
的
転
回
以

後
の
言
語
観
か
ら
す
れ
ば
、
特
別
な
も
の
と
は
い
え
ま
い
。
言
葉

に
よ
っ
て
世
界
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な

い
、
と
す
れ
ば
、
言
葉
を
離
れ
た
《
事
実
》
な
る
も
の
を
前
提
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
い
わ

ゆ
る
言
語
論
的
転
回
以
前
の
言
語
観
で
あ
れ
ば
、
言
葉
を
離
れ
た

事
物
の
実
在
が
前
提
と
な
り
、
言
葉
は
そ
の
事
物
に
貼
り
付
け
ら
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れ
た
名
称
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
言
葉
や
そ
の
言

葉
を
扱
う
主
体
を
離
れ
て
、
《
事
実
》
や
《
客
観
性
》
が
あ
る
と

い
う
立
場
と
も
な
ろ
う
。 

 

た
だ
し
、
言
語
論
的
転
回
以
後
に
お
い
て
も
、
日
常
的
で
素
朴

な
実
感
と
し
て
は
、
《
事
実
》
や
《
客
観
性
》
あ
る
い
は
「
事

物
」
が
確
か
な
も
の
と
し
て
あ
る
、
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ

る
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
転
倒
さ
れ
た
素
朴
な
実
感
こ
そ
が
、

日
常
的
な
世
界
を
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
日
野
が

批
判
す
る
よ
う
な
、
《
客
観
的
》
と
信
じ
ら
れ
た
《
新
聞
記
事
》

は
、
そ
の
よ
う
な
日
常
的
な
世
界
で
《
単
に
意
味
伝
達
の
手
段
》

と
し
て
流
通
し
、
そ
の
世
界
を
支
え
て
も
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
野
が
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
で
説
く
、
あ

る
べ
き
報
道
の
言
葉
は
、
流
通
す
る
物
語
的
な
了
解
を
追
随
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
物
語
的
な
枠
を
完
全
に

排
除
し
て
し
ま
え
ば
、
《
新
聞
記
事
》
自
体
が
不
可
能
で
あ
ろ

う
。 

 

お
そ
ら
く
こ
の
ギ
リ
ギ
リ
の
問
い
こ
そ
が
、
『
ベ
ト
ナ
ム
報

道
』
な
の
で
あ
る
。
日
野
は
、
先
の
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に

《
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
自
分
で
つ
く
る
よ
り
仕
方
が
な
い
》
と
い
う
形

で
、
相
対
的
で
し
か
な
い
自
己
の
立
場
を
自
覚
し
つ
つ
、
謙
虚
に

そ
こ
に
立
ち
続
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
自
ら
が
見
出
す

物
語
の
相
対
性
と
限
界
自
体
を
、
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
に
記
し
た

の
で
あ
る
。 

  
 

二 

批
評
家
日
野
啓
三
の
言
葉 

  

そ
れ
で
は
、
批
評
家
と
し
て
の
日
野
は
、
《
文
学
的
》
な
仕
事

に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
に
向
き
合
っ
た
の
か
。
日
野
は
、

社
会
や
歴
史
、
芸
術
に
関
し
て
原
理
的
な
考
察
を
し
た
評
論
と
、

個
別
の
作
品
を
扱
っ
た
評
論
を
書
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
問

題
意
識
に
お
い
て
通
底
し
て
い
る
。
ま
ず
は
前
者
の
例
と
し
て
、

一
九
五
五
年
に
書
か
れ
た
「
焼
跡
に
つ
い
て
」

（
７
）

を
取
り
あ
げ
て

み
よ
う
。 

 
 

《
私
た
ち
に
と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
幾
つ
か
の
可
能
性

で
は
な
く
、
唯
ひ
と
つ
の
現
実
性
と
面
つ
き
合
わ
せ
て
、
心

に
確
か
な
緊
張
を
確
保
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
天
皇
伝
説
も
戦

争
の
神
話
も
決
し
て
私
の
存
在
を
保
証
し
は
し
な
か
っ
た
。

あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
す
で
に
歩
い
て
い
る
者
に
道

を
教
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
歩
く
力
を
与
え
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
道
な
ど
は
な
く
て
も
自
分
の
足
で
歩
く
以
外
に
仕
方
は

な
く
、
歩
い
て
み
れ
ば
大
地
の
抵
抗
が
歩
く
力
を
つ
く
り
出

す
の
だ
。
大
地
は
敵
意
を
も
っ
て
足
に
抵
抗
す
る
。
大
地
は

決
し
て
人
間
を
歩
か
せ
る
た
め
に
創
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。 

 
 
 

ま
と
も
な
家
は
私
に
様
々
の
人
間
的
な
想
い
を
誘
う
が
、

焼
跡
の
石
と
セ
メ
ン
ト
は
私
か
ら
人
間
的
な
曖
昧
さ
を


ぎ
取
っ
て
ゆ
く
。
私
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
そ
れ

ら
の
物
、
私
を
何
ら
必
要
と
せ
ず
に
そ
こ
に
在
る
そ
れ
ら
の

物

―
私
と
そ
れ
と
の
唯
一
の
共
通
点
は
、
そ
れ
が
そ
こ

に
在
り
、
私
が
こ
こ
に
在
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
。
そ
の
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も
の
が
決
定
的
に
私
と
異
質
で
あ
る
度
合
に
応
じ
て
、
私
は

き
び
し
く
私
の
存
在
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し

た
意
味
を
失
っ
た
物
の
無
意
味
さ
は
、
人
間
の
こ
し
ら
え
あ

げ
る
諸
々
の
意
味
の
曖
昧
さ
に
比
べ
て
、
い
か
に
確
実
で
あ

っ
た
こ
と
か
。
》 

 

こ
れ
は
、
日
野
が
最
初
の
評
論
集
『
存
在
の
芸
術
』

（
８
）

の
冒
頭

に
置
い
た
文
章
の
一
部
で
あ
る
。
《
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
》
や
《
意

味
》
づ
け
を
拒
み
、
た
だ
《
在
る
》
と
い
う
一
点
に
お
い
て
《
存

在
を
確
か
め
》
る
の
だ
と
い
う
態
度
表
明
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て

存
在
を
捉
え
た
い
と
い
う
希
望
と
と
も
に
、
日
野
の
評
論
に
繰
り

返
し
現
れ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
、
人
間
に
よ
る
《
意
味
》
づ
け
の

《
曖
昧
さ
》
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

日
常
的
な
現
実
世
界
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
感
が
表
明
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
表
明
は
、
日
常
的
な
現
実
世
界
に
お
け
る
物
語
の

力
を
相
対
化
し
、
そ
れ
に
縛
ら
れ
た
《
存
在
》
を
解
放
し
よ
う
と

す
る
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
日
野
は
、
少
年
期
の
戦
時
体

験
や
青
年
期
の
政
治
体
験
を
通
し
て
、
物
語
に
取
り
込
ま
れ
呪
縛

さ
れ
る
こ
と
の
息
苦
し
さ
や
違
和
感
を
実
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
評
論
に
お
い
て
は
、
《
存
在
》
を
解
放
す
べ
く
様
々
に

思
考
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

次
に
、
後
者
の
例
と
し
て
「
大
岡
昇
平
『
野
火
』
論 

孤
独
の

密
度
」

（
９
）

を
取
り
あ
げ
る
。
日
野
は
ま
ず
、
《
文
学
作
品
に
と
っ

て
大
切
》
な
も
の
を
指
摘
す
る
。 

 
 

《
文
学
作
品
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
決
し
て
ナ
マ
の
形
で

作
品
の
中
に
も
ち
こ
ま
れ
た
（
登
場
人
物
の
会
話
や
作
者
の

説
明
な
ど
）
思
想
の
断
片
で
も
、
人
生
論
的
教
訓
（
い
わ
ゆ

る
主
人
公
の
生
き
方
！
）
で
も
、
筋
の
面
白
さ
で
も
、
ま
た

モ
チ
ー
フ
の
誠
実
さ
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
も
の
は
結
局
、

作
品
と
い
う
小
宇
宙
に
読
者
を
誘
い
こ
む
た
め
の
オ
ト
リ
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
丁
度
、
正
義
が
戦
争
に
人
を
ひ
き
い
れ

る
オ
ト
リ
で
し
か
な
い
よ
う
に
。
そ
し
て
戦
争
そ
の
も
の

が
、
正
義
と
は
無
縁
な
ひ
と
つ
の
実
体
で
あ
る
よ
う
に
、
文

学
作
品
の
実
体
を
形
づ
く
る
の
も
、
オ
ト
リ
と
は
別
の
確
か

な
あ
る
も
の
で
す
。
》 

 

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
《
あ
る
も
の
》
は
、
《
石
や
木
や
大
地
と

同
じ
よ
う
な
手
応
え
》
を
持
ち
、
《
私
た
ち
の
精
神
に
快
い
ま
で

の
抵
抗
感
を
与
え
る
》
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
『
野
火
』
に
お

け
る
そ
れ
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
野
は
、
『
野

火
』
の
主
人
公
が
橋
桁
に
腰
を
下
ろ
し
て
眺
め
た
小
川
を
描
写
し

た
文
章
を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
や
や
長
く
な
る

が
引
用
し
て
み
よ
う
。 

 
 

《
前
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
少
し
注
意
深
く
読
め
ば
こ
の
文

章
も
単
に
対
象
を
固
定
し
て
記
述
し
模
写
し
描
写
す
る
文
体

で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
極
度
に
短
く
句
切
ら

れ
た
文
節
、
ひ
と
つ
の
文
節
が
加
速
度
を
残
し
た
ま
ま
不
意

に
と
ぎ
れ
る
と
新
らマ

マ

し
い
文
節
が
水
底
か
ら
浮
上
っ
て
く
る

よ
う
に
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
そ
れ
が
一
瞬
流
れ
る
よ
う
に
続

い
た
か
と
思
う
と
急
に
立
ち
止
る
よ
う
に
停
止
し
、
次
の
瞬

間
再
び
ひ
た
押
し
に
流
れ
続
い
て
ゆ
く
そ
の
続
き
具
合
。
こ
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の
文
章
の
調
子
は
そ
の
ま
ま
渦
巻
き
流
れ
る
小
川
の
水
の
流

れ
だ
と
い
っ
て
い
い
。
（
略
）
さ
ら
に
こ
こ
で
大
切
な
こ
と

は
、
そ
う
し
て
表
現
さ
れ
た
小
川
が
決
し
て
主
人
公
の
心
理

の
、
あ
る
い
は
作
者
の
観
念
の
仮
託
物
な
い
し
比
喩
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
》 

 
 

《
そ
の
物
は
、
も
早
人
間
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
物
、

人
間
に
認
識
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
の
を
お
と
な

し
く
待
っ
て
い
る
漠
然
た
る
可
能
体
と
し
て
の
物
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
自
身
の
存
在
の
必
然
性
と
強
度
と
を
持
っ
た

そ
れ
ぞ
れ
に
絶
対
の
個
物
で
す
。
ゴ
ッ
ホ
が
描
い
た
あ
の
ベ

ッ
ド
、
椅
子
、
パ
イ
プ
を
思
い
描
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ

し
い
。
昔
か
ら
ど
こ
に
も
あ
る
粗
末
な
木
製
の
椅
子
が
、
ゴ

ッ
ホ
の
眼
に
見
ら
れ
た
と
き
、
あ
の
椅
子
に
な
っ
た
の
で
し

た
。
そ
し
て
今
、
こ
の
主
人
公
の
眼
の
前
で
、
小
川
が
小
川

で
あ
る
確
か
さ
を
現
わ
し
ま
す
。
風
が
風
に
な
り
、
小
川
が

小
川
に
な
り
ま
す
。
》 

 
 

《
つ
ま
り
小
川
の
流
れ
が
あ
り
の
ま
ま
見
え
た
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
主
人
公
が
も
は
や
地
上
で
自
分
を
救
う
も
の
は
何

も
の
も
な
い
状
態
に
ま
で
立
至
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
で

す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
絶
対
の
絶
望
は
直
接
に
表
現
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
物
と
し
て
い
わ
ば
間
接
に
し
か
表
現
さ

れ
な
い
。
観
念
を
そ
の
よ
う
に
物
と
し
て
表
現
す
る
の
が
芸

術
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
ナ
マ
の
形
で
も
ち
こ
ま
れ
た
観
念
な

い
し
思
想
は
、
あ
る
種
の
読
者
を
誘
惑
す
る
オ
ト
リ
に
し
か

す
ぎ
な
い
と
、
前
に
私
の
書
い
た
の
は
そ
の
意
味
で
す
。
》 

《
観
念
》
を
《
物
と
し
て
表
現
す
る
》
の
が
《
芸
術
》
な
の
だ
と

さ
れ
、
『
野
火
』
の
文
章
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
物
語
的
な
意
味
づ
け
や
比
喩
と
し
て
の
可
能
性
を
排
し
、

《
物
》
そ
の
も
の
と
し
て
事
物
を
捉
え
る
言
葉
こ
そ
が
、
《
芸

術
》
と
し
て
の
《
文
学
》
の
価
値
を
生
み
出
す
の
だ
と
明
確
に
主

張
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
、
物
語
や
比
喩
を

介
入
さ
せ
る
こ
と
な
く
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
こ
そ

が
《
文
学
》
な
の
だ
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
日
野
の
評
論
は
、
《
文
学
》
を
そ
れ
自
体
と
し
て
価

値
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
意
義
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

こ
こ
ま
で
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
日
野
は
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
以
前
の
評
論
に
お
い
て

既
に
、
日
常
的
な
現
実
を
支
え
る
物
語
的
な
機
能
を
持
っ
た
言
葉

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
現
在

で
も
充
分
に
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
を
持
っ
て

い
た
の
だ
と
。 

 

し
か
し
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
は
そ
こ
に
は
な
い
。
『
ベ
ト
ナ

ム
報
道
』
か
ら
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
日
野
は
、
こ
の
よ
う
な
評

論
に
お
け
る
「
言
葉
」
の
問
題
を
、
自
ら
《
文
学
的
》
と
い
っ
て

し
ま
う
態
度
の
内
に
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
日
常

的
な
現
実
を
支
え
る
物
語
的
な
言
説
が
留
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
そ
の
よ
う
な
言
説
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
《
文

学
的
》
な
言
葉
が
思
考
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
の
こ
と
を
不
徹
底
だ
と
責
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
人
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は
、
言
語
に
つ
い
て
鋭
く
認
識
し
つ
つ
も
、
い
わ
ゆ
る
「
日
常
」

を
生
き
る
の
で
あ
り
、
日
野
に
と
っ
て
は
そ
の
日
常
が
「
新
聞
記

者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
日
野
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
日
常
」
が
「
非
日
常
」

と
な
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
作
家
日
野
啓
三
の
誕

生
を
促
し
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

も
う
一
度
考
え
よ
う
。
日
野
の
評
論
は
、
確
か
に
物
語
的
な
日

常
や
意
味
づ
け
ら
れ
た
事
物
に
対
す
る
違
和
感
と
、
そ
れ
を
超
え

る
可
能
性
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

評
論
の
「
言
葉
」
は
、
正
確
に
説
明
し
、
正
し
く
説
得
し
よ
う
と

す
る
「
言
葉
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
当
然
で
あ
る
。
い
か
に
「
非

日
常
的
」
な
認
識
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
説
得
的
に
開
陳
し
な
け

れ
ば
、
意
味
不
明
な
迷
妄
で
し
か
な
い
。 

 

だ
が
、
日
野
は
、
評
論
の
言
葉
を
《
文
学
的
》
と
考
え
た
。
一

方
に
は
、
非
《
文
学
的
》
な
言
葉
、
つ
ま
り
は
、
ベ
ト
ナ
ム
以
前

の
「
新
聞
」
的
な
言
葉
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
日
野
自
身
の
ベ
ト
ナ
ム
体
験
は
、
「
新
聞
」
の
言
葉
に
お
い

て
も
、
物
語
的
な
縛
り
を
排
し
た
、
自
由
な
言
葉
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ

ま
り
日
野
は
、
評
論
と
同
じ
水
準
の
「
言
葉
」
に
よ
っ
て
新
聞
記

事
を
、
そ
し
て
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
を
書
く
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
結
局
そ
れ
ら
の
言
葉
が
す
べ
て
、
説
明

し
、
説
得
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
日
野
に
強
く
意
識
さ
せ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

 
 

三 

『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
の
言
葉 

 

『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
は
評
論
と
同
じ
水
準
の
言
葉
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
と
述
べ
た
。
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
た
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
に

は
、
『
向
う
側
』
以
下
の
小
説
の
言
葉
と
非
常
に
似
通
っ
た
言
葉

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

《
だ
が
、
そ
う
し
て
サ
イ
ゴ
ン
の
空
気
の
中
に
次
第
に
は
ま

り
こ
ん
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
サ
イ
ゴ
ン
そ
の
も
の
の
、

ど
う
に
も
や
り
き
れ
な
い
絶
望
と
疲
労
と
悲
し
み
が
、
全
身

の
毛
穴
か
ら
し
み
こ
ん
で
く
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
何
か
起

こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
駆
ら
れ
て
、
絶
え
ず

街
を
う
ろ
つ
き
ま
わ
る
必
要
が
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
私
は

よ
く
中
央
広
場
の
石
の
ベ
ン
チ
に
夜
更
け
る
ま
で
一
人
で
座

っ
て
い
た
。
（
略
）
夜
更
け
て
も
去
ら
な
い
熱
気
を
含
ん
だ

夜
気
が
ね
っ
と
り
と
体
中
に
ま
と
い
つ
い
て
き
て
、
ひ
ど
く

不
条
理
な
、
無
性
に
も
の
哀
し
い
感
じ
が
、
心
の
底
に
こ
た

え
る
。
（
略
）
ベ
ト
ナ
ム
そ
の
も
の
が
体
中
の
毛
穴
か
ら
私

の
中
に
滲
み
こ
ん
で
く
る
。
》 

 

こ
こ
に
は
、
ま
さ
に
《
客
観
性
》
の
《
神
話
》
を
逃
れ
た
、
日

野
自
身
の
感
慨
と
し
か
い
え
な
い
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
《
毛

穴
か
ら
し
み
こ
ん
で
く
る
》
と
い
う
の
は
、
日
常
的
な
現
実
世
界

で
は
比
喩
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
日
野
は
、
そ
の
よ
う
に

し
か
言
葉
に
で
き
な
い
も
の
と
し
て
記
し
た
の
で
あ
り
、
日
常
的

な
了
解
を
逸
脱
し
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
な
現
実
を
捉
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
日
野
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が
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
取
材
し
報
道
す
る
こ
と
を
、
自
ら
の
存
在

を
賭
し
て
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

感
慨
を
基
盤
と
す
る
こ
と
な
し
に
「
言
葉
」
が
生
ま
れ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
の
中

に
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
も
い
る
。 

 
 

《
私
た
ち
は
対
象
の
渦
中
に
投
げ
こ
ま
れ
、
波
に
も
ま
れ
、

否
応
な
く
事
実
と
非
事
実
の
区
別
、
公
正
な
認
識
と
価
値
判

断
の
境
界
を
、
整
然
と
は
判
断
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で

私
た
ち
が
頼
り
え
た
も
の
は
、
私
自
身
の
眼
、
皮
膚
感
覚
、

自
然
な
一
種
本
能
的
な
頽
廃
的
で
不
健
全
な
も
の
、
力
の
濫

用
へ
の
嫌
悪
感
、
そ
の
反
対
の
も
の
へ
の
ひ
そ
か
な
共
感
と

い
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
》 

 

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
中
で
書
か
れ
た
『
ベ
ト
ナ
ム
報

道
』
で
は
、
最
後
に
至
っ
て
自
分
自
身
の
中
に
あ
る
《
大
文
字
で

は
じ
ま
る

人
間

》
、
《
生
命
そ
の
も
の
の
価
値
判
断
》
が

見
出
さ
れ
る
。
日
野
は
、
近
づ
い
て
く
る
武
装
警
官
の
構
え
る
銃

剣
に
対
し
て
《
私
の
心
の
底
で
「
ノ
ン
」
と
何
か
が
叫
ん
だ
》
と

い
い
、
そ
れ
は
《
私
の
頭
の
判
断
で
は
な
か
っ
た
》
と
し
て
、
次

の
よ
う
に
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
を
閉
じ
て
い
る
。 

 
 

《
私
の
中
の
人
間

―
大
文
字
で
は
じ
ま
る

人
間

の

判
断
だ
と
不
意
に
私
は
気
づ
い
た
。 

 
 
 

お
そ
ら
く
も
と
も
と
処
世
の
知
恵
に
弱
い
う
え
に
、
連
日

の
仕
事
に
疲
れ
切
っ
た
私
の
頭
は
、
個
人
的
な
利
害
得
失
の

運
動
を
ほ
と
ん
ど
停
止
し
て
い
た
。
も
し
こ
う
い
う
大
げ
さ

な
言
い
方
を
読
み
す
ご
し
て
い
た
だ
け
る
な
ら
、
あ
の
頃
の

私
は

無
心

に
近
い
状
態
だ
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
私
は

自
分
の
感
覚
と
価
値
判
断
を
あ
え
て
タ
イ
プ
に
打
ち
つ
づ
け

て
、
後
め
た
い
気
持
ち
が
な
か
っ
た
。 

 

い
ま
東
京
で
も
同
じ
心
の
状
態
だ
と
は
い
わ
な
い
。
だ

が
、
新
聞
的
文
章
の
規
範
も
忘
れ
、
事
実
と
真
実
の
形
式

論
理
的
区
別
も
消
え
、
憑
か
れ
た
よ
う
に
し
て
内
側
か
ら

湧
い
て
く
る
想
念
と
言
葉
の
列
を
そ
の
ま
ま
に
タ
イ
プ
に

ロ
ー
マ
字
で
叩
き
つ
け
て
い
っ
た
サ
イ
ゴ
ン
の
む
し
暑
い

夜
の
底
で
、
私
は

真
実

に
近
か
っ
た
。
つ
ま
り
私
の

内
部
の
最
も
奥
深
く
を
流
れ
る
、
生
命
そ
の
も
の
の
価
値

判
断
の
声
に
忠
実
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
》 

 

そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
徹
底
し
て
リ
ア
ル
に
「
伝

達
」
し
よ
う
と
す
る
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
野
は
、
ベ
ト

ナ
ム
の
現
実
を
、
そ
し
て
そ
れ
を
新
聞
記
者
と
し
て
伝
え
る
こ
と

の
難
し
さ
を
、
徹
底
し
て
リ
ア
ル
に
「
伝
達
」
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
が
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
の
達
成
な
の
で
あ
る
。 

 

い
か
に
「
文
学
的
」
に
見
え
る
描
写
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が

文
学
な
の
で
は
な
い
。
い
か
に
「
個
人
的
な
感
慨
」
と
し
か
い
え

な
い
言
辞
が
費
や
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
れ
が
文
学
な
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
日
野
の
評
論
が
論
じ
て
き
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。 

 
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
〈
評
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
〉
〈
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
〉
を
捉
え
る
方
向
に
向
か
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
日
常
的

な
意
味
で
の
「
伝
達
」
を
諦
め
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
向
う
側
』
、
『
広
場
』
、
『
炎
』
と
い
っ
た
〈
小
説
〉
に
は
、

日
常
的
な
意
味
で
の
「
伝
達
」
に
対
す
る
諦
め
が
込
め
ら
れ
て
い
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る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（ 

）  

 

我
々
が
生
き
る
物
語
的
な
日
常
は
、
決
し
て
盤
石
で
揺
る
ぎ
な

い
も
の
で
は
な
い
。
『
ベ
ト
ナ
ム
報
道
』
は
、
動
乱
の
中
で
存
在

を
賭
し
て
実
感
さ
れ
た
現
実
を
、
リ
ア
ル
に
伝
え
よ
う
と
し
た
。

だ
が
、
そ
の
リ
ア
ル
さ
は
、
ど
こ
か
救
い
が
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

明
る
く
楽
し
い
物
語
的
な
「
救
い
」
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な

い
。
だ
が
、
〈
評
論
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
〉
〈
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
〉

を
求
め
よ
う
と
し
た
日
野
も
ま
た
、
ど
こ
か
に
救
い
を
求
め
た
の

で
は
な
い
か
。 

 

実
は
脆
弱
な
、
物
語
的
な
日
常
の
光
景
が
あ
る
。
そ
の
光
景
に

入
る
亀
裂
を
予
感
し
つ
つ
、
そ
れ
に
備
え
る
た
め
の
言
葉
、
そ
れ

こ
そ
が
小
説
で
あ
る
こ
と
を
、
動
乱
の
真
っ
只
中
、
日
常
に
生
じ

た
亀
裂
の
底
か
ら
、
「
特
派
員
の
証
言
」
は
示
唆
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

注 （
１
）
「
審
美
」
二
号
、
一
九
六
六
年
三
月
。 

（
２
）
「
南
北
」
一
巻
一
号
、
一
九
六
六
年
七
月
。 

（
３
）
「
三
田
文
学
」
一
九
六
六
年
一
一
月
。 

（
４
）
日
野
啓
三
自
筆
「
年
譜
」
（
「
文
学
界
」
一
九
八
七
年
四
月
）
。 

（
５
）
（
４
）
に
同
じ
。 

（
６
）
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
、
一
九
六
六
年
一
一
月
。
（
４
）
の

「
年
譜
」
に
続
く
「
著
作
リ
ス
ト
」
に
お
い
て
、
同
書
は
「
長
篇
評

論
」
と
さ
れ
て
い
る
。 

（
７
）
「
近
代
文
学
」
一
〇
巻
六
号
、
一
九
五
五
年
六
月
。
引
用
は
『
存
在

の
芸
術
』
（
南
北
社
、
一
九
六
七
年
一
一
月
）
に
拠
る
。 

（
８
）
（
７
）
参
照
。 

（
９
）
「
近
代
文
学
」
一
二
巻
七
号
、
一
九
五
七
年
一
〇
月
。
引
用
は
『
幻

視
の
文
学
』
（
三
一
書
房
、
一
九
六
八
年
一
二
月
）
に
拠
る
。 

（
10
）
こ
れ
ら
三
作
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
向
う
側
』

論
─
言
葉
の
外
部
へ
向
か
う
試
み
─
」
（
「
近
代
文
学
試
論
」
第
三

一
号
、
一
九
九
三
年
一
二
月
）
、
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
広
場
』
論
─

物
語
を
拒
む
小
説
─
」
（
「
国
語
教
育
論
叢
」
第
六
号
、
一
九
九
七

年
三
月
）
、
お
よ
び
拙
稿
「
日
野
啓
三
『
炎
』
論
─
倫
理
を
問
う
小

説
─
」
（
松
江
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
第
三
二
号
（
人
文
・
社
会

編
）
、
一
九
九
七
年
二
月
）
を
ご
参
照
頂
け
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。 
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