
神
林
長
平
の
初
期
短
編
論

制
度
と
創
造
行
為
の
対
立
に
つ
い
て

白

鳥

克

弥

は
じ
め
に

神
林
長
平
︵
一
九
五
三
～
︶
は
一
九
七
九
年
の
第
�
回
ハ
ヤ
カ
ワ
Ｓ
Ｆ
コ
ン
テ
ス
ト
に
お
い
て
﹁
狐
と
踊
れ
﹂
で
佳
作
入
賞
し
デ
ビ

ュ
ー
︑
以
後
現
在
に
至
る
ま
で
Ｓ
Ｆ
を
専
門
に
書
き
続
け
た
日
本
Ｓ
Ｆ
小
説
を
代
表
す
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
︒

主
要
モ
チ
ー
フ
に
機
械
や
言
葉
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
星
雲
賞
︵
注
一
︶
を
受
賞
し
た
代
表
作
﹃
戦
闘

妖
精
・
雪
風
﹄︵
一
九
八
四
．
二
・
早
川
書
房
︶
は
機
械
と
人
間
の
関
係
を
描
い
て
お
り
︑
第
十
六
回
日
本
Ｓ
Ｆ
大
賞
︵
注
二
︶
受
賞
作

の
﹃
言
壺
﹄︵
一
九
九
四
．
十
一
・
中
央
公
論
社
︶
は
言
語
の
様
相
を
様
々
な
観
点
か
ら
多
角
的
に
描
い
て
い
る
︒
近
年
で
は
そ
の
影
響

力
に
も
評
価
が
高
ま
っ
て
お
り
︑﹃
神
林
長
平
ト
リ
ビ
ュ
ー
ト
﹄︵
二
〇
〇
九
．
十
一
・
早
川
書
房
︶
と
い
っ
た
影
響
を
受
け
た
作
家
達
に

よ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
編
ま
れ
て
い
る
︒

三
十
年
以
上
に
わ
た
る
作
家
活
動
の
特
徴
と
し
て
︑
作
品
発
表
の
媒
体
は
雑
誌
上
の
短
編
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
実
は
多
く
の
作
品
が
連
作
短
編
の
形
式
を
取
っ
て
お
り
︑
そ
の
作
品
自
体
で
完
結
し
た
世
界
観
を
持
つ
本
来
的
な

意
味
で
の
短
編
作
品
は
比
較
的
少
な
い
︒︵
注
三
︶

Ｓ
Ｆ
作
品
の
特
徴
の
一
つ
に
は
架
空
世
界
を
舞
台
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
架
空
の
世
界
設
定
は
作
品
を
特
徴
付
け
る

要
素
の
中
で
も
大
き
な
一
つ
で
あ
り
︑
世
界
設
定
の
傾
向
は
作
家
の
個
性
や
関
心
を
示
す
指
標
と
な
り
う
る
︒
共
通
の
世
界
設
定
を
持
っ
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た
連
作
短
編
は
特
定
の
問
題
意
識
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
れ
に
対
し
て
短
編
作
品
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
短
編
で
独
立
し
た
世
界

設
定
を
有
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
の
問
題
意
識
を
取
り
扱
っ
て
い
る
︒
作
品
の
構
成
要
素
と
し
て
明
確
な
特
色
を
示
す
世
界
設
定
を
網
羅

的
に
比
較
し
︑
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
で
神
林
長
平
の
作
家
性
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
︑
そ
の
短
編
を
調
査
す
る
目
的
で
あ
る
︒

二
〇
一
二
年
四
月
現
在
︑
神
林
の
短
編
集
は
七
冊
刊
行
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
う
ち
半
数
は
既
刊
に
未
収
録
短
編
を
追
加
し
た
増
補
版
で

あ
る
︒
そ
の
内
訳
は
次
の
通
り
と
な
る
︒

・﹃
狐
と
踊
れ
﹄︵
一
九
八
一
．
十
・
早
川
書
房
︶
↓
﹃
狐
と
踊
れ
︹
新
版
︺﹄︵
二
〇
一
〇
．
四
・
同
上
︶

・﹃
言
葉
使
い
師
﹄︵
一
九
八
三
．
六

早
川
書
房
︶

・﹃
時
間
蝕
﹄︵
一
九
八
七
．
九

早
川
書
房
︶
↓
﹃
鏡
像
の
敵
﹄︵
二
〇
〇
五
．
八
・
同
上
︶

・﹃
麦
撃
機
の
飛
ぶ
空
﹄︵
二
〇
〇
四
．
三
・
ヒ
ヨ
コ
舎
︶

・﹃
い
ま
集
合
的
無
意
識
を
﹄︵
二
〇
一
二
．
四
・
早
川
書
房
︶

こ
の
う
ち
﹃
麦
撃
機
の
飛
ぶ
空
﹄
は
初
期
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
集
で
あ
り
︑
一
般
的
な
短
編
と
は
作
品
形
態
が
異
な
る
︒
実
質
的
な
短

編
集
と
し
て
は
﹃
狐
と
踊
れ
︹
新
版
︺﹄︑﹃
言
葉
使
い
師
﹄︑﹃
鏡
像
の
敵
﹄
の
初
期
短
編
集
三
冊
と
︑
近
作
を
集
め
た
﹃
い
ま
集
合
的
無

意
識
を
﹄
の
四
冊
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

本
稿
で
は
初
期
神
林
の
特
色
を
明
確
に
す
る
た
め
に
初
期
短
編
集
の
読
解
を
行
っ
た
︒
そ
の
中
か
ら
神
林
の
特
色
を
色
濃
く
反
映
し
た

作
品
と
し
て
﹃
狐
と
踊
れ
﹇
新
版
﹈﹄
か
ら
﹁
狐
と
踊
れ
﹂︵
一
九
七
九
︶︑﹃
言
葉
使
い
師
﹄
か
ら
﹁
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂︵
一
九

八
三
︶︑﹃
鏡
像
の
敵
﹄
か
ら
﹁
渇
眠
﹂︵
一
九
八
七
︶
を
取
り
上
げ
論
じ
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
︑
制
度
・
規
範
に
よ
る

管
理
社
会
と
創
造
行
為
と
の
関
係
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
分
析
し
︑
意
味
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
も
の
と

す
る
︒
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一

｢
狐
と
踊
れ
﹂

�
Ｕ
に
よ
る
管
理
社
会

神
林
に
限
ら
ず
︑
国
内
の
Ｓ
Ｆ
小
説
作
品
の
評
価
は
目
に
見
え
る
形
で
残
さ
れ
に
く
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
の
だ
が
︑
こ
の
作
品
に
つ

い
て
は
新
人
賞
の
選
評
と
い
う
形
で
当
時
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
る
と
こ
の
時
点
で
の
神
林
の
評
価
は
必
ず
し
も
高
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
︒

伊
藤

ぜ
ん
ぶ
象
徴
的
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
︑
恐
ろ
し
い
疑
惑
に
と
ら
わ
れ
る
︒
わ
れ
わ
れ
に
は
理
解
で
き
な
い

作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
︒︵
笑
︶

︵
略
︶

小
松

な
に
か
の
ア
レ
ゴ
リ
イ
と
し
て
︑
も
う
ち
ょ
っ
と
う
ま
く
⁝
⁝
成
立
し
そ
こ
ね
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

眉
村

ア
レ
ゴ
リ
イ
を
書
い
て
い
る
の
か
︑
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
と
し
て
書
い
て
い
る
の
か
︑
両
方
で
あ
れ
ば
い
い
け
ど
も
︑

ど
っ
ち
つ
か
ず
で
し
ょ
う
︒︵
注
四
︶

選
評
の
な
か
で
は
﹁
狐
と
踊
れ
﹂
は
評
価
軸
を
捉
え
に
く
く
︑
娯
楽
作
品
と
し
て
の
完
成
度
は
決
し
て
高
く
な
い
と
い
う
評
価
が
下
さ

れ
て
い
た
︒
し
か
し
管
理
社
会
と
創
造
行
為
と
い
う
視
点
を
通
じ
て
︑
こ
の
作
品
の
評
価
軸
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
胃
が
人
魂
の
よ
う
に
人
体
か
ら
抜
け
出
し
て
い
く
奇
病
が
流
行
す
る
社
会
が
﹁
狐
と
踊
れ
﹂
の
舞
台
で
あ
る
︒

人
々
は
胃
の
人
体
か
ら
の
離
脱
を
防
ぐ
た
め
に
︑
�
Ｕ
と
い
う
錠
剤
を
常
用
し
て
い
た
︒
�
Ｕ
を
飲
み
損
ね
て
胃
を
失
っ
た
者
は
所
属
す
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る
階
級
に
よ
っ
て
︑
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
介
護
さ
れ
な
が
ら
一
生
を
終
え
る
か
︑
Ｄ
階
と
呼
ば
れ
る
都
市
の
外
部
に
追
放
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
︑
ど
ち
ら
に
せ
よ
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
︒

そ
の
た
め
胃
を
人
体
に
定
着
さ
せ
る
た
め
の
�
Ｕ
は
個
人
と
社
会
を
つ
な
ぎ
止
め
る
回
路
で
あ
り
︑
社
会
は
�
Ｕ
を
も
っ
と
も
価
値
の

あ
る
も
の
と
し
て
扱
う
︒
�
Ｕ
は
社
会
的
生
命
を
保
証
す
る
薬
剤
で
あ
り
︑
�
Ｕ
を
必
要
と
し
な
い
者
は
︑
こ
の
社
会
に
お
い
て
は
死
人

に
等
し
い
の
で
あ
る
︒
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
は
墓
地
の
よ
う
に
語
ら
れ
︑
追
放
さ
れ
る
Ｄ
階
は
生
存
不
可
能
な
流
刑
地
と
い
う
位
置
づ
け
が
な

さ
れ
る
︒

人
々
は
自
身
が
生
き
残
り
︑
そ
し
て
生
者
で
あ
る
こ
と
を
社
会
の
な
か
で
証
明
す
る
た
め
に
�
Ｕ
を
求
め
る
︒
そ
れ
は
自
身
の
存
在
価

値
を
�
Ｕ
に
置
き
換
え
︑
�
Ｕ
の
支
配
を
自
ら
受
け
容
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
︒

こ
の
�
Ｕ
に
よ
る
支
配
を
具
体
的
な
形
で
行
っ
て
い
る
の
が
�
Ｕ
供
給
会
社
で
あ
る
︒
�
Ｕ
を
安
定
供
給
す
る
と
い
う
名
目
で
購
入
制

限
を
行
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
れ
は
実
質
的
に
�
Ｕ
を
通
じ
て
の
企
業
に
よ
る
市
民
生
活
の
管
理
で
あ
る
︒

�
Ｕ
供
給
会
社
の
社
会
的
役
割
は
独
自
の
警
察
権
力
を
持
つ
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
専
制
的
な
独
裁
者
集
団
で
あ
る
︒
し
か

し
そ
の
内
部
の
人
間
か
ら
は
支
配
者
と
し
て
の
意
思
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
特
に
主
人
公
の
上
司
で
あ
る
供
給
管
理
部
の
北
見
部

長
は
︑
そ
の
権
力
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
︑
実
際
は
娘
の
言
い
な
り
で
人
事
か
ら
陰
謀
ま
で
を
行
う
︑
意
志
薄
弱
な
人
物
で
あ

る
︒こ

れ
に
つ
い
て
︑
作
中
で
は
︑
人
の
意
思
は
�
Ｕ
が
担
っ
て
お
り
︑
人
間
に
は
意
識
し
か
な
い
と
い
う
︒
意
思
は
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
の
よ
う
な
社
会
通
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
︑
人
は
そ
れ
を
自
身
の
意
思
の
よ
う
に
考
え
︑
行
動
す
る
︒

�
Ｕ
に
は
意
識
は
な
い
︒
だ
が
意
思
は
あ
る
︒
そ
ん
な
形
の
意
思
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
の
は
最
も
困
難
だ
︒
法
律
と
か
︑
規
範
と
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か
︑
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
か
も
そ
ん
な
力
の
一
種
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
は
�
Ｕ
の
よ
う
な
実
体
す
ら
な
い
︒
文
字
や
電
波
は
抽
象

記
号
だ
か
ら
な
︒
そ
ん
な
意
思
は
人
間
の
意
識
を
支
配
し
て
︑
人
に
自
ら
の
意
思
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
ん
だ
﹂

こ
の
こ
と
か
ら
�
Ｕ
は
法
律
︑
規
範
︑
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
よ
う
な
社
会
通
念
を
実
体
化
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

﹁
狐
と
踊
れ
﹂
が
描
き
出
す
社
会
は
健
康
志
向
の
通
念
が
社
会
規
範
へ
と
変
化
し
た
社
会
医
療
制
度
に
よ
る
管
理
社
会
で
あ
る
︒
そ
の
管

理
社
会
は
独
裁
者
の
よ
う
な
強
権
的
な
存
在
が
強
制
を
強
い
る
も
の
で
は
な
く
︑
支
配
さ
れ
る
市
民
が
自
ら
の
生
を
確
保
す
る
た
め
に
社

会
的
な
管
理
を
受
け
容
れ
︑
求
め
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
こ
で
確
保
さ
れ
る
生
は
︑
自
然
本
来
の
生
で
は
な
く
︑
社
会
的
︑
人
工
的
な
生
で
あ
る
︒
そ
れ
は
あ
く
ま
で
幻
想
で
あ
り

本
質
的
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
人
間
︑
生
物
本
来
の
生
は
胃
を
別
の
生
物
と
認
め
︑
共
生
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
Ｄ
階
と
い
う
社
会
外
部

の
領
域
に
存
在
す
る
︒

最
終
的
に
作
品
は
主
人
公
が
︑
そ
れ
ま
で
の
社
会
を
捨
て
て
︑
自
然
の
世
界
へ
と
脱
出
し
て
い
く
場
面
で
幕
を
閉
じ
る
︒
こ
れ
は
社
会

的
︑
人
工
的
な
制
度
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
︑
本
質
的
な
自
然
の
生
へ
の
回
帰
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒

自
然
な
生
と
し
て
の
創
造
行
為

｢狐
と
踊
れ
﹂
は
�
Ｕ
の
創
り
出
し
た
制
度
に
よ
る
支
配
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
︒
そ
の
管
理
社
会
の
支
配
体
制

は
個
人
を
抑
圧
し
不
均
等
な
階
級
を
生
む
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
以
上
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
︑
�

Ｕ
の
副
作
用
で
あ
る
︒

�
Ｕ
に
は
向
精
神
作
用
が
あ
り
︑
服
用
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
安
が
増
進
さ
れ
る
︒
人
々
は
慢
性
的
な
不
安
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
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が
︑
さ
ら
に
そ
の
不
安
は
人
間
か
ら
創
造
性
を
奪
い
︑
新
た
な
創
造
物
の
誕
生
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
︒

戦
後
︑
天
才
と
呼
ば
れ
る
人
間
が
一
人
で
も
︑
そ
う
︑
た
っ
た
の
一
人
で
も
現
れ
た
か
？

科
学
︑
技
術
︑
芸
術
︑
職
人
芸
︑
そ
れ

か
ら
政
治
︑
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
︒
答
え
は
否
︑
だ
︒
作
曲
家
は
な
に
を
し
た
？

た
だ
古
典
を
い
じ
り
ま
わ
し
た
編
曲
し
か

や
ら
ん
︒
作
家
は
︑
エ
ロ
グ
ロ
だ
︒
絵
は
？

ぬ
り
絵
さ
︒
そ
う
と
も
︑
な
に
一
つ
創
造
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
は
生
ま
れ
て

い
な
い
﹂

Ｓ
Ｆ
Ｘ
�
Ｕ
は
人
間
の
精
神
を
破
滅
に
導
く
︒
慢
性
的
な
不
安
を
与
え
︑
創
造
性
を
奪
い
と
り
︑
お
び
え
さ
せ
る
︒

主
人
公
の
妻
は
︑
�
Ｕ
の
作
る
社
会
で
の
特
権
階
級
で
あ
る
Ａ
階
人
の
家
系
で
あ
り
︑
同
時
に
高
名
な
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
で
も
あ
っ

た
︒
そ
の
演
奏
は
︑
�
Ｕ
の
摂
取
を
続
け
る
中
で
︑
次
第
に
不
安
に
せ
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
速
度
を
増
し
て
い
き
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら

乖
離
し
︑
聞
き
手
に
不
安
を
抱
か
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
芸
術
的
・
創
造
的
な
活
動
が
�
Ｕ
の
も
た
ら
す
不
安
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
は
対
比
的
に
主
人
公
の
親
友
で
あ
る
宅
棟
俊
景
は
胃
を
失
い
︑
�
Ｕ
の
摂
取
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
こ
と

で
︑
作
曲
に
成
功
し
︑
新
譜
を
書
き
上
げ
る
︒
�
Ｕ
を
服
用
す
る
者
は
創
造
的
な
活
動
が
で
き
ず
︑
対
し
て
�
Ｕ
を
服
用
し
な
い
者
は
真

に
創
造
的
な
行
為
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
�
Ｕ
の
働
き
は
作
品
で
は
妻
の
常
用
す
る
ピ
ル
と
関
連
付
け
ら
れ
る
︒

ピ
ル
が
子
供
を
作
ら
な
い
た
め
の
避
妊
薬
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
�
Ｕ
は
創
造
物
を
作
ら
せ
な
い
錠
剤
で
あ
る
︒
こ
れ
は
服
用
の
目
的

や
効
果
な
ど
複
数
の
点
で
異
な
る
位
相
に
属
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
︑主
人
公
個
人
の
問
題
と
し
て
は
同
列
に
語
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
︒
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童
話
作
家
を
目
指
し
て
い
た
主
人
公
は
︑
妻
が
子
供
を
望
ま
な
か
っ
た
た
め
に
書
き
手
に
な
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
い
る
︒
こ
の
妻
は

前
述
の
通
り
︑
社
会
の
特
権
階
級
で
あ
る
Ａ
階
人
の
家
系
で
あ
り
︑
�
Ｕ
を
中
心
と
し
た
価
値
観
の
体
現
者
で
も
あ
る
︒
�
Ｕ
の
作
る
社

会
が
人
間
の
創
造
行
為
を
阻
害
す
る
の
と
同
様
に
︑
妻
が
主
人
公
の
創
造
行
為
を
阻
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
心
理
的
重
圧
は
主
人
公
の
悪
夢
に
も
見
て
取
れ
る
︒
こ
の
夢
の
原
因
の
一
つ
に
は
�
Ｕ
の
も
た
ら
す
不
安
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ

ば
︑
妻
と
�
Ｕ
の
関
連
性
が
見
ら
れ
る
︒

さ
ら
ば
わ
た
し
の
子
供
た
ち
⁝
⁝
お
れ
の
子
だ
よ
︑
雄
也
が
言
っ
た
︒
子
は
い
ら
な
い
わ
︑
麗
子
は
手
を
ひ
ら
く
︒
小
さ
な
青
い

ボ
ー
ル
︒
ポ
ン
︑
ぽ
ん
︑
ポ
ン
︒
鞠
が
は
ね
て
い
く
⁝
⁝
さ
ら
ば
子
供
よ
︑
雄
也
は
小
さ
く
な
っ
て
ゆ
く
ボ
ー
ル
に
手
を
振
る
︒
さ

ら
ば
︑
童
話
の
聞
き
手
た
ち
︒

こ
こ
で
ボ
ー
ル
の
姿
で
描
か
れ
る
子
供
の
表
現
は
︑
人
体
か
ら
抜
け
出
す
胃
の
描
写
と
共
通
し
て
い
る
︒
子
供
と
胃
は
通
じ
る
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
︑
子
を
生
ま
な
い
た
め
の
ピ
ル
と
胃
を
逃
が
さ
な
い
た
め
の
�
Ｕ
は
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

�
Ｕ
の
作
り
出
す
社
会
か
ら
の
脱
出
に
は
︑
胃
が
人
間
と
は
別
種
の
生
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め
︑
共
存
し
て
い
く
と
い
う
意
識
の
転
換

が
必
要
で
あ
っ
た
︒
自
身
の
身
体
か
ら
分
離
し
た
者
を
他
者
と
認
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
︒
こ
れ
は
親
が
子
供
と
い
う
他
者
に
向
き
合

う
意
識
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
︑
普
遍
的
で
自
然
な
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
す
る
の
が
�
Ｕ
の
作
り
出
す
人
工
的
な

社
会
制
度
と
価
値
観
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
自
然
に
反
す
る
人
工
的
な
�
Ｕ
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
創
造
行
為
は
︑
ピ
ル
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
人
間
本
来
の
生
殖
機
能

に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
︒
人
工
的
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
︑
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
生
物
と
し
て
自
然
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か
つ
本
質
的
な
行
為
と
し
て
の
創
造
行
為
と
い
う
位
置
づ
け
を
作
品
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

二

｢
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
と
の
対
話

｢ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂
は
ス
ラ
ン
プ
に
陥
っ
た
画
家
と
︑
観
光
地
と
し
て
開
発
さ
れ
た
火
星
に
生
息
す
る
喋
る
岩
石
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
・
マ
シ
ン
と
の
対
話
を
中
心
に
︑
画
家
が
描
け
な
く
な
っ
た
そ
の
理
由
を
探
る
︑
と
い
う
作
品
で
あ
る
︒

当
初
︑
画
家
で
あ
る
主
人
公
は
︑
自
分
の
ス
ラ
ン
プ
の
原
因
が
息
子
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
︒
三
人
目
の
妻
で
あ
る
由
香
と
の
間
に
も

う
け
た
第
一
子
で
あ
る
三
樹
夫
に
対
し
て
︑
主
人
公
は
愛
情
の
欠
如
を
自
覚
し
て
お
り
︑
ま
た
三
樹
夫
の
方
も
主
人
公
の
ア
ト
リ
エ
に
虫

を
放
り
込
む
と
い
う
悪
戯
を
し
て
手
を
焼
か
せ
て
い
る
︒

し
か
し
主
人
公
の
主
治
医
で
あ
る
精
神
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は
︑
ス
ラ
ン
プ
の
原
因
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
︒
そ
れ
を
探
る
た
め
に

火
星
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
と
の
対
話
を
勧
め
る
︒
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
地
球
の
知
性
体
と
は
異
質
で
あ
り
︑
そ
の
知
見
に

触
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
価
値
観
が
変
容
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
だ
っ
た
︒

果
た
し
て
由
香
を
伴
っ
て
火
星
を
訪
れ
た
主
人
公
は
︑
火
星
の
風
景
に
新
た
な
創
造
の
着
想
を
得
る
も
︑
妻
を
は
じ
め
と
し
た
周
囲
の

干
渉
で
上
手
く
具
体
化
で
き
な
い
︒
気
晴
ら
し
に
出
た
火
星
の
散
歩
の
途
中
で
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
と
遭
遇
す
る
こ
と
と
な
る
︒

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
主
人
公
に
絵
を
描
く
理
由
を
問
う
︒
主
人
公
は
自
分
の
芸
術
観
を
説
明
し
て
い
る
う
ち
に
︑
自
分
の
三
樹

夫
へ
の
感
情
は
︑
妻
で
あ
る
由
香
へ
の
不
信
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
︒

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
説
く
︒
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き
み
は
本
来
の
絵
を
描
く
意
味
を
忘
れ
て
︑
売
れ
る
も
の
を
描
か
な
く
て
は
と
思
い
は
じ
め
た
ん
だ
︒
由
香
の
せ
い
だ
︒
売
れ
る
絵

と
は
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
？

そ
れ
ま
で
は
偶
然
売
れ
て
い
た
か
ら
よ
か
っ
た
も
の
の
︑
さ
て
そ
う
考
え
て
自
分
の
絵
を
見
る
と
︑

自
分
の
絵
の
ど
の
部
分
が
︑
ど
の
ノ
イ
ズ
が
売
れ
る
も
の
な
の
か
︑
わ
か
ら
な
い
︒
自
分
の
描
い
た
も
の
だ
と
い
う
自
信
も
あ
い
ま

い
に
な
っ
て
く
る
︒
息
子
に
つ
い
て
の
感
覚
と
同
じ
だ
︒
由
香
が
浮
気
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
？

原
因
は
あ
の
女
だ
︒
描
き
つ
づ
け

た
か
っ
た
ら
︑
別
れ
ち
ま
え

由
香
は
芸
術
的
感
性
を
持
た
ず
︑
絵
の
価
値
を
﹁
高
く
売
れ
る
﹂
こ
と
の
み
に
求
め
て
い
た
︒
こ
れ
は
絵
の
価
値
に
他
者
︑
と
り
わ
け

市
場
の
価
値
観
を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
こ
に
画
家
本
人
の
感
性
や
動
機
な
ど
は
求
め
ら
れ
な
い
︒

市
場
の
価
値
観
と
は
︑
需
要
と
供
給
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
市
場
価
格
で
あ
る
︒
そ
れ
は
多
数
の
売
り
手
と
買
い
手
の
相

互
合
意
︑
あ
る
い
は
妥
協
に
よ
り
︑
価
値
観
の
総
意
と
な
る
数
値
を
形
作
る
︒
そ
れ
は
多
数
の
人
々
が
納
得
す
る
適
正
価
格
と
し
て
︑
社

会
の
中
で
合
理
的
な
価
値
の
尺
度
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
れ
が
示
す
価
値
は
絶
対
的
な
根
拠
を
持
た
な
い
︒
特
に
芸

術
作
品
の
価
格
は
︑
作
品
自
体
や
芸
術
家
の
評
価
に
準
拠
す
る
︒
そ
の
評
価
は
象
徴
的
な
も
の
で
あ
り
︑
明
確
な
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は

な
い
︒

主
人
公
は
自
身
の
芸
術
で
市
場
の
価
値
観
に
適
合
し
た
表
現
を
試
み
た
︒
し
か
し
市
場
の
価
値
観
に
は
実
体
が
な
く
︑
そ
れ
を
表
現
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
確
か
な
自
己
に
よ
る
創
造
を
︑
不
特
定
多
数
の
社
会
的
な
価
値
観
で
あ
る
規
範
に
委
ね
る
こ
と
で
︑
創
造
行
為
は

実
体
を
失
い
︑
挫
折
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
れ
を
強
い
る
の
が
︑
市
場
の
価
値
観
の
体
現
者
で
あ
る
妻
で
あ
る
︒
妻
は
主
人
公
に
市
場
の
価
値
観
に
従
う
こ
と
を
強
制
し
︑
結
果

と
し
て
主
人
公
は
創
造
行
為
を
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
作
品
は
︑
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
に
よ
っ
て
妻
が
命
を
落
と
し
︑
主
人
公
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は
再
び
絵
筆
を
取
る
と
共
に
︑
息
子
と
和
解
す
る
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
創
造
行
為
を
阻
害
す
る
社
会
的
規
範
に

よ
る
抑
圧
か
ら
の
解
放
に
よ
り
︑
創
造
行
為
と
親
子
関
係
の
回
復
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
︒

こ
う
し
た
社
会
的
な
価
値
観
の
体
現
者
が
人
間
関
係
を
通
し
て
創
造
行
為
を
抑
圧
す
る
と
い
う
構
図
は
﹁
狐
と
踊
れ
﹂
と
も
共
通
し
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
社
会
制
度
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
配
偶
者
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
も
共
通
性
が
見
ら
れ
る
︒

心
の
存
在
証
明
の
た
め
の
創
造
行
為

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
の
問
い
か
け
は
︑
創
造
行
為
の
意
味
と
理
由
を
尋
ね
る
も
の
で
あ
る
︒

作
中
に
お
い
て
当
初
︑
主
人
公
は
自
分
が
画
家
と
し
て
絵
を
描
く
こ
と
に
つ
い
て
自
覚
的
で
は
な
か
っ
た
︒
絵
を
描
く
こ
と
は
彼
に
と

っ
て
ご
く
無
意
識
に
行
わ
れ
る
自
然
な
行
為
で
あ
り
︑
そ
の
意
味
を
問
う
必
要
な
ど
無
か
っ
た
の
だ
︒
し
か
し
ス
ラ
ン
プ
に
陥
り
︑
非
人

間
的
知
性
体
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
に
絵
を
描
く
理
由
を
説
明
す
る
に
至
っ
て
︑
主
人
公
は
内
省
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒

当
初
︑
人
間
は
無
意
識
に
︑
本
能
的
に
何
か
を
創
る
の
だ
と
い
う
主
人
公
に
︑
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
﹁
無
駄
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と

言
い
返
す
︒
そ
こ
で
主
人
公
は
︑
自
身
の
存
在
を
後
世
に
残
し
た
い
の
だ
と
か
︑
性
的
主
張
な
の
だ
と
い
っ
た
理
由
を
口
に
す
る
︒
し
か

し
︑
そ
れ
は
他
人
か
ら
聞
か
さ
れ
た
り
︑
妻
と
の
関
係
の
中
で
要
請
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
︑
主
人
公
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
理
由
で
は
な

い
︒や

が
て
主
人
公
は
自
分
の
脳
の
存
在
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
吐
露
す
る
︒
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は

そ
れ
に
絵
を
描
く
理
由
を
結
び
つ
け
て
︑
絵
を
描
く
こ
と
で
自
身
の
脳
を
体
外
に
移
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
脳
の
存
在
を
確
認
し

て
い
る
の
だ
と
言
い
出
す
︒
主
人
公
は
そ
の
突
飛
な
言
葉
に
面
食
ら
う
が
︑
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
人
間
の
心
と
い
う
概
念
の
特
権
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
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心
を
物
質
と
し
て
存
在
し
て
い
る
脳
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
認
識
し
て
い
る
︒﹁
絵
と
は
視
覚
像
を
身
体
外
部
に
移
す
こ
と
か
﹂
と
理
解

す
る
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
に
対
し
て
主
人
公
は
﹁
描
く
人
間
の
持
つ
固
有
の
ノ
イ
ズ
・
感
性
﹂
を
表
現
す
る
こ
と
が
絵
の
目
的
で
あ

り
︑
主
観
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
現
実
と
の
差
異
に
絵
の
価
値
が
あ
る
の
だ
と
説
く
︒
感
性
・
心
と
い
う
い
わ
ば
人
間
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

と
い
う
べ
き
も
の
を
主
人
公
は
重
視
す
る
が
︑
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
に
と
っ
て
の
実
存
は
現
実
に
存
在
す
る
脳
と
い
う
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
に
あ
る
︒
心
で
は
な
く
脳
で
あ
り
︑
個
人
の
心
の
表
現
で
あ
る
絵
は
︑
脳
を
外
部
に
移
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
心
は
脳
と

い
う
形
而
下
の
物
質
に
置
き
換
え
ら
れ
︑
芸
術
は
脳
を
外
部
に
摘
出
し
た
も
の
だ
と
い
う
非
日
常
的
世
界
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

こ
の
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
の
非
日
常
的
な
観
点
を
日
常
的
な
感
覚
に
換
言
す
る
と
す
れ
ば
︑
絵
な
ど
の
芸
術
的
創
造
物
は
︑
心
︑

つ
ま
り
現
実
と
の
間
に
存
在
す
る
ノ
イ
ズ
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
の
感
性
︑
あ
る
い
は
人
間
の
内
的
な
活
動
を
物
質
と
し
て
具
現

化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
理
由
と
は
物
質
と
し
て
具
現
し
た
心
の
反
映
を
確
認
す
る
こ
と
で
︑

非
物
質
的
な
自
分
自
身
の
本
質
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
な
の
で
あ
る
︒

ま
た
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
生
物
・
非
生
物
問
わ
ず
︑
人
間
の
脳
か
ら
分
裂
・
発
生
し
て
い
る
の
だ

と
言
い
始
め
る
︒
作
品
は
そ
こ
か
ら
︑
こ
の
発
言
を
裏
付
け
る
よ
う
に
︑
人
間
の
頭
か
ら
蝿
が
出
現
す
る
と
い
う
展
開
を
見
せ
る
こ
と
と

な
る
︒
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
蝿
を
絵
＝
芸
術
を
生
み
出
す
代
わ
り
に
︑
自
身
の
脳
の
存
在
を
確
認
す
る
た
め

に
産
み
出
し
た
の
だ
と
い
う
︒
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
︑
自
分
の
息
子
が
︑
本
当
は
自
分
の
子
供
で
は
な
い
︑
妻
の
不
倫
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
狐
と
踊
れ
﹂
で
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
創

造
行
為
と
子
を
為
す
こ
と
が
同
列
に
語
ら
れ
て
い
る
︒﹁
子
供
も
自
分
の
身
体
の
一
部
を
体
外
に
移
し
た
も
の
だ
﹂
と
し
て
ス
フ
ィ
ン
ク

ス
・
マ
シ
ン
は
﹁
絵
も
息
子
も
同
じ
な
ん
だ
﹂
と
説
く
︒

こ
こ
で
子
供
を
生
む
こ
と
が
︑
自
身
の
心
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
の
創
造
行
為
と
同
列
に
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
創
造
行
為
が
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自
然
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

し
か
し
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
に
よ
る
心
の
存
在
証
明
は
︑
そ
れ
と
は
意
味
合
い
が
若
干
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
︒
芸
術
作
品
は

﹁
純
粋
に
自
己
を
体
外
に
表
出
す
る
と
い
う
点
で
は
﹂﹁
理
想
に
近
い
﹂﹁
エ
ゴ
の
か
た
ま
り
﹂
で
あ
る
自
己
完
結
し
た
手
段
で
あ
る
の
に

対
し
て
︑
子
供
に
関
し
て
は
﹁
本
当
に
自
分
の
血
を
引
く
も
の
を
生
み
た
い
と
な
っ
た
ら
︑
童
貞
生
殖
か
︑
ク
ロ
ー
ン
に
よ
る
ほ
か
は
な

い
﹂﹁
え
ら
く
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
﹂
な
方
法
と
は
違
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒

こ
の
作
品
が
描
く
創
造
行
為
は
︑
心
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
創
ら
れ
る
も
の
は
文
化
的
︑
芸
術
的
な
も

の
に
留
ま
ら
ず
︑
子
供
や
昆
虫
︑
動
植
物
な
ど
の
自
然
物
も
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
︑
創
造
行
為
が
生
物
本
来
の
役
割
で
あ
る
自
然
に
属

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
る
︒
し
か
し
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
︑
自
然
本
来
の
創
造
行
為
と
は
違
い
あ
る
種
の
自
己
完
結

的
な
閉
塞
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

三

｢
渇
眠
﹂

受
動
的
な
生
か
ら
能
動
的
な
生
へ

｢渇
眠
﹂
は
人
類
が
宇
宙
に
進
出
し
︑
冷
凍
睡
眠
が
一
般
化
し
た
社
会
を
舞
台
と
し
て
い
る
︒
長
期
の
冷
凍
睡
眠
に
つ
い
た
者
は
︑
社

会
の
時
間
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
︑
別
の
時
間
を
生
き
る
こ
と
と
な
る
︒
彼
ら
は
永
久
人
と
呼
ば
れ
︑
中
で
も
重
犯
罪
が
時
効
に
な
る
ま

で
︑
冷
凍
睡
眠
を
使
っ
て
逃
亡
を
続
け
る
者
を
永
久
逃
亡
犯
︑
そ
れ
を
追
う
警
察
官
を
永
久
刑
事
と
呼
ん
だ
︒
他
方
︑
長
期
の
冷
凍
睡
眠

に
時
間
を
割
い
た
こ
と
が
な
い
一
般
人
は
連
続
時
制
人
︵
連
続
人
︶
を
自
称
し
て
い
た
︒

主
人
公
で
あ
る
永
久
逃
亡
犯
は
五
百
年
以
上
前
の
冤
罪
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
冷
凍
睡
眠
を
繰
り
返
し
て
き
た
︒
同
時
代
に
永
久
刑
事
と

な
っ
た
男
に
逮
捕
さ
れ
た
逃
亡
犯
は
死
刑
の
執
行
の
た
め
に
︑
冷
凍
睡
眠
の
た
め
の
冷
眠
機
に
収
め
ら
れ
た
ま
ま
︑
民
間
の
宇
宙
船
で
火
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星
に
護
送
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
途
中
で
突
然
︑
偶
発
的
に
目
覚
め
る
こ
と
に
な
る
︒

逃
亡
犯
と
刑
事
の
目
覚
め
た
作
中
の
時
代
で
は
︑
亜
生
体
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て
い
た
︒﹁
生
命
体
に
準
ず
る
も
の
の
総
称
﹂
で
あ

り
︑
生
物
と
し
て
の
条
件
を
﹁
い
く
つ
か
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
で
も
測
定
方
法
が
あ
れ
ば
︑
そ
の
条
件
を
満
た
す
可
能

性
が
あ
る
﹂
存
在
で
あ
る
︒﹁
よ
う
す
る
に
生
体
か
も
し
れ
な
い
﹂
存
在
に
対
す
る
作
中
社
会
で
の
関
心
の
高
ま
り
は
︑
こ
の
作
品
が
生

体
の
定
義
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒

目
が
覚
め
た
逃
亡
犯
は
︑
宇
宙
船
の
オ
ー
ナ
ー
で
あ
る
連
続
人
に
︑
危
険
な
亜
生
体
と
疑
わ
れ
る
微
惑
星
に
漂
着
し
た
難
破
船
の
探
索

を
求
め
ら
れ
る
︒
監
視
役
の
刑
事
と
共
に
難
破
船
に
降
り
た
逃
亡
犯
は
︑
そ
こ
で
乗
員
の
不
審
死
体
を
目
撃
す
る
こ
と
と
な
る
︒
漂
着
し

て
い
た
微
惑
星
に
︑
狂
気
を
誘
発
す
る
性
質
が
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の
死
因
で
あ
っ
た
︒
や
が
て
逃
亡
犯
と
刑
事
の
現
実
認
識
も
異
常
を
来

し
て
い
く
︒
こ
の
異
常
は
互
い
の
時
間
認
識
の
ず
れ
か
ら
始
ま
り
︑
や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
自
身
の
現
実
へ
と
没
入
し
て
い
く
︒

刑
事
と
は
ぐ
れ
た
逃
亡
犯
は
︑
微
惑
星
が
そ
れ
ぞ
れ
の
生
体
の
持
つ
﹁
主
観
時
間
﹂
を
孤
立
さ
せ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
が
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
の
﹁
客
観
時
間
﹂
の
成
立
を
阻
害
す
る
生
体
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
︒
微
惑
星
に
抗
い
な
が
ら
︑
逃
亡
犯
は
難

破
船
か
ら
の
脱
出
を
計
る
︒
自
分
以
外
の
︑
刑
事
︑
連
続
人
が
微
惑
星
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
主
観
時
間
﹂
に
孤
立
す
る
な
か
で
︑
逃

亡
犯
は
連
続
人
の
宇
宙
船
を
掌
握
す
る
と
共
に
︑
そ
れ
ま
で
の
逃
亡
生
活
を
脱
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
︒

作
品
は
︑
時
間
の
概
念
を
軸
に
据
え
︑
生
体
＝
生
物
の
定
義
と
は
何
か
︑
言
い
換
え
れ
ば
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︑

と
い
う
こ
と
を
問
い
か
け
る
も
の
で
あ
る
︒
同
時
に
作
品
は
︑
主
人
公
の
受
動
的
な
生
か
ら
主
体
的
な
生
へ
の
転
換
を
描
い
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
︒
主
人
公
で
あ
る
逃
亡
犯
は
他
者
や
社
会
か
ら
の
逃
避
を
続
け
て
き
た
人
物
で
あ
る
︒
他
者
の
無
理
解
に
曝
さ
れ
︑
社
会
か
ら

犯
罪
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
逃
亡
犯
は
︑
冷
凍
睡
眠
を
使
っ
て
逃
亡
を
図
る
︒
通
常
の
逃
亡
が
空
間
的
に
遠
く
に
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
の

に
対
し
て
︑
こ
れ
は
時
間
的
に
未
来
へ
逃
亡
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
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こ
の
逃
亡
の
果
て
に
は
警
察
機
構
に
よ
る
逮
捕
と
死
刑
に
よ
る
破
滅
が
待
っ
て
い
る
︒
他
者
や
社
会
か
ら
は
理
解
が
得
ら
れ
ず
︑
逃
亡

す
れ
ば
追
い
つ
め
ら
れ
る
︒
逃
亡
犯
が
生
き
残
る
に
は
︑
社
会
の
も
た
ら
す
規
範
の
適
用
か
ら
自
由
に
な
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に

自
身
の
生
を
外
部
の
規
範
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
自
己
を
基
準
と
し
た
生
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒

そ
の
表
現
と
し
て
︑
作
品
に
は
人
称
の
変
化
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
作
品
は
当
初
︑
三
人
称
で
あ
る
﹁
彼
﹂
と
い
う
表
現
で
主
人
公
で

あ
る
逃
亡
犯
を
描
写
し
て
い
る
︒
そ
れ
が
二
人
称
で
あ
る
﹁
お
ま
え
﹂
を
経
由
し
て
︑
一
人
称
で
あ
る
﹁
お
れ
﹂
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
︒

こ
の
変
化
は
︑﹁
渇
眠
﹂
と
い
う
逃
亡
犯
を
主
人
公
と
し
た
物
語
が
︑
他
者
に
語
ら
れ
る
も
の
か
ら
︑
自
身
が
語
る
物
語
へ
と
変
化
し
て

い
く
と
い
う
演
出
的
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
︒

冷
凍
睡
眠
と
い
う
道
具
立
て
は
Ｓ
Ｆ
で
は
一
般
的
だ
が
︑
作
品
は
そ
こ
に
社
会
的
な
時
間
と
の
断
絶
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
盛
り
込
ん

で
い
る
︒
そ
こ
か
ら
社
会
か
ら
の
個
人
の
排
除
と
い
う
状
況
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
作
品
は
更
に
そ
こ
か
ら
い
か
に
し
て

生
き
る
べ
き
か
と
い
う
主
題
の
描
写
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
最
終
的
に
主
人
公
は
﹁
自
分
で
自
分
の
時
間
を
創
生
す
る
﹂
と
い

う
そ
れ
ま
で
の
逃
亡
的
な
生
か
ら
︑
自
発
的
︑
追
跡
的
な
生
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

時
間
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

作
品
は
生
体
を
﹁
時
間
を
創
生
す
る
能
力
を
持
っ
た
物
体
﹂
と
定
義
づ
け
て
い
る
︒
こ
れ
は
生
体
と
は
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
創
造
行

為
を
遂
行
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
こ
で
の
創
造
行
為
は
他
の
作
品
で
見
ら
れ
た
様
に
︑
文
化
的
・
芸
術
的
創
造

と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
創
造
物
は
時
間
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒

主
人
公
は
最
終
的
に
﹁
自
分
で
自
分
の
時
間
を
創
生
す
る
﹂
境
地
に
至
る
︒
生
体
が
創
造
す
る
時
間
と
は
︑
こ
の
﹁
自
分
の
時
間
﹂
と

い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
﹁
自
分
の
時
間
﹂
は
﹁
主
観
時
間
﹂
と
し
て
﹁
客
観
時
間
﹂
と
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
客
観
時
間
﹂
は
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独
立
し
た
﹁
主
観
時
間
﹂
が
相
互
の
共
通
認
識
の
も
と
で
形
成
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
﹁
共
通
の
舞
台
﹂
で
あ
り
︑
架

空
︑
あ
る
い
は
共
通
幻
想
と
し
て
の
﹁
妥
協
時
間
﹂
な
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
主
観
時
間
﹂
と
は
︑
主
観
と
い
う
言
葉
の
通
り
︑
個
々
人
の
意
識
の
流
れ
を
時
間
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
個
人
の
意
識
が
認
識
の
連
続
体
を
記
憶
と
し
て
蓄
積
し
て
い
く
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
︑
そ
の
意
識
の
働
き
は
︑
そ
れ

ぞ
れ
に
独
自
の
時
間
軸
に
似
た
一
軸
の
運
動
体
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
意
識
あ
る
存
在
が
精
神
活
動
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
そ
れ

自
体
が
﹁
自
分
の
時
間
﹂
を
創
造
す
る
行
為
な
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
う
し
た
意
識
の
流
れ
は
個
人
的
な
も
の
で
あ
り
︑
他
人
の
そ
れ
を
直
接
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
他
者
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
共
通
し
た
枠
組
み
が
必
要
で
あ
り
︑
意
識
の
流
れ
の
速
さ
が
大
き
く
異
な
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
不
可
能
と

な
る
︒

そ
こ
で
こ
う
し
た
時
間
に
似
た
意
識
を
相
互
干
渉
・
同
期
す
る
た
め
の
仮
想
の
概
念
と
し
て
﹁
客
観
時
間
﹂
と
作
中
で
呼
ば
れ
る
︑
ま

さ
し
く
時
間
と
い
う
共
通
認
識
を
産
み
出
し
た
︒
こ
れ
は
人
工
的
か
つ
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
︑
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
が
取
り
扱
う
象
徴

的
な
も
の
に
類
似
し
て
い
る
︒
時
間
と
は
自
明
の
単
一
の
流
れ
で
あ
る
と
い
う
常
識
的
な
認
識
は
︑
社
会
や
歴
史
の
よ
う
な
幻
想
に
過
ぎ

な
い
︒
そ
の
人
工
的
な
シ
ス
テ
ム
は
︑
時
と
し
て
個
人
の
﹁
自
分
の
時
間
﹂
を
抑
圧
し
︑
そ
れ
自
体
の
持
つ
規
範
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す

る
︒そ

の
規
範
に
対
し
て
︑
主
人
公
を
は
じ
め
と
し
た
永
久
人
は
馴
致
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
︑
冷
凍
睡
眠
へ
と
逃
避
す
る
こ
と
と
な
る
︒

社
会
を
時
間
と
捉
え
る
こ
と
で
︑
社
会
か
ら
の
逃
避
が
冷
凍
睡
眠
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
永
久
人
に
と
っ
て
︑﹁
客
観
時
間
﹂

は
規
範
を
形
成
し
︑
自
ら
の
﹁
主
観
時
間
﹂
を
疎
外
す
る
環
境
を
作
り
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
も
そ
も
﹁
客
観
時
間
﹂
に
は
規
範
と
し
て
の
側
面
以
前
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
場
と
し
て
の
側
面
が
あ
っ
た
︒﹁
客
観
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時
間
﹂
を
他
者
と
共
有
す
る
体
験
は
︑
主
人
公
に
と
っ
て
の
安
寧
の
記
憶
と
し
て
息
づ
い
て
い
る
︒
主
人
公
は
規
範
と
し
て
の
側
面
に
迎

合
で
き
ず
に
逃
避
を
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
交
わ
し
︑
信
頼
で
き
る
他
者
を
喪
失
す

る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
︒
作
中
で
人
間
の
脅
威
と
な
る
亜
生
体
の
微
惑
星
は
︑﹁
客
観
時
間
﹂
を
崩
壊
さ
せ
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
成
立
を
阻
む
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
生
体
に
と
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
喪
失
は
重
大
な
危
機
を
招

く
︒
主
人
公
は
そ
の
脅
威
を
乗
り
越
え
た
先
に
﹁
自
分
で
自
分
の
時
間
を
創
生
す
る
﹂
境
地
に
至
る
︒
こ
れ
は
冷
凍
睡
眠
が
﹁
客
観
時

間
﹂
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
︑
生
体
本
来
の
眠
り
が
可
能
と
す
る
﹁
客
観
時
間
﹂
へ
の
適
合
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
語

ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
主
人
公
に
と
っ
て
真
当
な
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
失
わ
れ
て
久
し
い
︒
他
者
を
冷
眠
機
に
収
容
し
︑﹁
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
の
は
︑
や
つ
よ
り
常
に
先
に
起
き
る
こ
と
﹂
を
﹁
勝
つ
秘
訣
﹂
だ
と
嘯
く
主
人
公
は
﹁
客
観
時
間
﹂
か
ら
疎
外
さ
れ
る
の
で

も
︑
他
者
の
時
間
を
受
け
容
れ
る
の
で
も
な
く
︑﹁
主
観
時
間
﹂
で
あ
る
﹁
自
分
の
時
間
﹂
こ
そ
が
﹁
客
観
時
間
﹂
で
あ
る
と
︑
時
間
の

基
準
点
を
自
ら
に
求
め
て
い
く
︒
主
人
公
が
﹁
自
分
で
自
分
の
時
間
を
創
生
す
る
﹂
た
め
に
は
︑
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は

な
く
︑﹁
客
観
時
間
﹂
の
主
導
権
の
奪
い
合
い
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
結
果
と
し
て
の
主
人
公
が
創
生
す
る
﹁
自
分
の
時
間
﹂
と
は
新
た
な
﹁
客
観
時
間
﹂
と
同
義
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
客
観
時
間
﹂
は
他

者
と
の
相
互
理
解
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
︑
他
者
を
支
配
し
︑
勝
利
す
る
た
め
の
規
範
で
あ
る
︒﹁
自
分
の
時
間
﹂
と
は
個
人
の
主
観

的
な
意
識
の
謂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
先
述
の
通
り
だ
が
︑
そ
れ
そ
の
も
の
が
新
た
な
社
会
・
外
界
を
形
作
る
規
範
へ
と
変
化
し
て
い
く

の
で
あ
る
︒
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四

創
造
行
為
の
意
味

神
林
作
品
に
お
け
る
創
造
行
為
は
︑
概
し
て
人
工
的
な
社
会
制
度
と
対
置
さ
れ
る
︑
生
物
と
し
て
本
質
的
で
自
然
な
も
の
と
い
う
位
置

付
け
で
描
か
れ
て
い
た
︒

｢狐
と
踊
れ
﹂
で
は
妊
娠
・
出
産
と
い
っ
た
生
殖
機
能
と
同
列
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
た
︒﹁
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂
で
は
人
間
の

心
の
持
つ
機
能
で
あ
り
︑﹁
渇
眠
﹂
で
は
生
体
そ
れ
自
体
の
生
き
る
営
み
が
時
間
を
創
造
す
る
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
創
造
行
為
は
︑
人
間
と
し
て
の
本
質
的
︑
本
能
的
な
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
生
物
と
し
て
そ
う
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
︑
と
い
う
自
然
な
行
為
で
あ
る
創
造
行
為
は
人
工
的
な
制
度
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
︑
阻
害
さ
れ
る
︒
本
来
の
生
き
方
を
妨
害

さ
れ
た
人
間
は
歪
ん
だ
生
を
送
る
こ
と
と
な
る
︒
作
品
は
そ
う
し
た
不
当
な
抑
圧
か
ら
開
放
さ
れ
︑
自
然
な
創
造
行
為
を
獲
得
し
て
い
く

と
い
う
展
開
を
見
せ
る
こ
と
と
な
る
︒

こ
の
よ
う
な
創
造
行
為
が
意
味
す
る
も
の
と
は
何
か
︒﹁
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂
で
は
創
造
行
為
は
心
の
実
在
を
証
明
す
る
た
め

の
手
段
と
し
て
描
か
れ
た
︒﹁
渇
眠
﹂
で
は
﹁
自
分
の
時
間
﹂
と
い
う
抽
象
的
な
創
造
物
が
示
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
も
認
識
と
記
憶
の
蓄
積

と
し
て
構
造
化
さ
れ
た
︑
精
神
活
動
の
外
部
化
の
一
様
式
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
作
品
で
描
か
れ
た
よ
う
に
︑
創
造
行
為

と
は
自
我
や
自
意
識
︑
個
性
と
い
っ
た
創
造
者
の
内
的
活
動
を
外
部
に
明
示
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
心
を
表
現
す
る
こ
と
と
言
い
換

え
て
も
良
い
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑﹁
兎
の
夢
﹂︵
一
九
八
五
．
五
﹃
鏡
像
の
敵
﹄︶
の
Ｐ
Ａ
Ｂ
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
自
我
︑
人
格
を

外
部
に
複
製
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒

作
家
と
し
て
の
神
林
長
平
に
と
っ
て
の
創
造
物
と
は
彼
自
身
の
作
品
で
あ
る
小
説
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
作
品
の
中
で
示
さ
れ
る
創
造
行

為
の
表
現
は
︑
神
林
自
身
の
小
説
観
を
描
い
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
神
林
の
小
説
観
は
︑
小
説
と
は
小
説

家
の
意
識
の
反
映
で
あ
る
︑
と
い
う
も
の
に
な
る
︒
小
説
が
作
家
の
心
象
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
︑
と
い
う
考
え
方
は
自
然
主
義
的
な
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伝
統
的
文
学
観
で
あ
り
︑
決
し
て
新
奇
な
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
作
品
の
表
現
は
︑
神
林
の
人
生
に
お
け
る
意
識
そ
の
も
の
よ
り
も
︑

そ
の
小
説
を
書
く
心
理
と
意
義
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
︒
同
時
に
神
林
の
関
心
は
作
者
と
作
品
の
関
係
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
︒

﹁
狐
と
踊
れ
﹂
で
は
︑
自
身
の
肉
体
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
胃
を
︑
自
身
と
は
異
な
る
別
個
の
主
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
描
い

て
い
た
︒
こ
の
胃
は
子
供
や
創
造
物
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
な
ぜ
胃
な
の
か
︒
そ
れ
は
︑
胃い

は
﹁
Ｉい

﹂
で
あ

り
︑﹁
私Ｉ

﹂
に
通
じ
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
れ
は
﹃
Ｕ
の
物
語
﹄︵
一
九
八
九
．
三
・
徳
間
書
房
︶
に
お
い
て
﹁
Ｕ
﹂
が
﹁
Ｙ
ｏ
ｕ
﹂
に
通
じ

る
﹁
あ
な
た
﹂
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
︵
注
五
︶
を
思
え
ば
︑
決
し
て
突
飛
な
発
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
自
己
か
ら
分
離

し
た
自
己
は
︑
親
に
と
っ
て
の
子
の
よ
う
に
︑
独
立
し
た
自
我
を
持
っ
た
他
者
と
し
て
︑
元
の
自
己
と
の
関
係
性
を
生
じ
さ
せ
る
︒
作
家

に
と
っ
て
の
作
品
は
そ
の
よ
う
な
制
御
不
能
な
自
律
体
な
の
で
あ
る
︒

そ
の
関
係
性
の
一
つ
が
︑
自
己
か
ら
発
生
し
︑
独
立
し
た
創
造
物
に
は
︑
新
た
な
創
造
物
を
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
も

の
で
あ
る
︒﹁
狐
と
踊
れ
﹂
で
は
︑
童
話
は
子
供
に
聞
か
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑﹁
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
﹂
で
も
絵
は
息
子
に
与

え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
創
造
物
は
創
造
者
に
創
造
行
為
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
歪
ん
だ
パ
タ
ー
ン
が
︑﹁
美
食
﹂︵
一
九
八
一
．

八
﹃
言
葉
使
い
師
﹄︶
に
お
い
て
一
人
目
の
息
子
に
自
分
の
ク
ロ
ー
ン
︑
つ
ま
り
二
人
目
の
子
供
の
肉
を
食
わ
れ
る
と
い
う
展
開
で
あ
ろ

う
︒創

造
物
は
新
た
な
創
造
行
為
を
要
請
す
る
た
め
︑
創
造
行
為
に
は
終
り
が
な
い
︒
そ
れ
は
創
造
物
の
果
て
の
な
い
量
産
と
い
う
結
果
と

な
り
︑
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
が
語
っ
た
よ
う
に
︵
注
六
︶︑
全
て
が
創
造
物
に
満
た
さ
れ
た
環
境
に
至
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
︒

想
像
行
為
は
自
然
の
行
い
で
あ
る
が
︑
創
造
物
は
人
工
物
で
あ
り
︑
自
身
の
創
造
物
に
囲
ま
れ
た
環
境
と
は
︑
人
工
物
に
満
た
さ
れ
た

も
の
と
な
る
︒
創
造
物
の
氾
濫
は
︑
人
工
物
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
環
境
︑
つ
ま
り
人
工
的
な
社
会
制
度
を
形
成
す
る
に
至
る
︒
そ
れ
は

﹁
兎
の
夢
﹂
で
描
か
れ
た
︑
自
我
を
複
製
す
る
た
め
の
機
械
に
生
じ
た
意
識
が
︑
支
配
的
な
制
度
を
形
成
す
る
と
い
う
展
開
に
例
を
見
る
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こ
と
が
で
き
る
︒
制
度
に
対
抗
す
る
た
め
の
創
造
行
為
は
︑
新
た
な
制
度
を
形
成
す
る
と
い
う
皮
肉
を
内
包
す
る
の
で
あ
る
︒

そ
の
た
め
創
造
行
為
は
制
度
の
破
壊
と
創
出
と
い
う
円
環
構
造
の
原
動
力
と
な
る
︒
こ
の
構
造
は
創
造
者
の
自
我
の
み
で
構
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
︑
他
の
要
素
の
介
在
し
な
い
も
の
と
な
る
︒
自
我
の
複
製
で
満
た
さ
れ
た
世
界
で
あ
り
︑
自
己
の
充
溢
に
よ
り
閉
塞
し
た
環

境
で
あ
る
︒

こ
の
自
己
で
満
た
さ
れ
た
閉
塞
を
打
開
す
る
鍵
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
が
︑
自
己
の
外
部
に
存
在
し
︑
新
た
な
要
素
を
備
え
た
他
者
の

存
在
で
あ
る
︒
作
品
の
主
人
公
で
あ
る
創
造
者
は
自
己
の
閉
塞
し
た
円
環
か
ら
自
力
で
脱
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
か
ら
の
脱
出

を
促
す
の
が
︑
自
己
と
は
異
質
な
存
在
と
し
て
の
他
者
で
あ
る
︒﹁
渇
眠
﹂
が
主
観
的
な
内
的
時
間
か
ら
客
観
時
間
に
お
け
る
他
者
と
の

交
感
を
失
わ
れ
た
理
想
と
し
て
語
り
︑
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
・
マ
シ
ン
が
主
人
公
に
新
た
な
知
見
を
開
か
せ
︑﹁
狐
と
踊
れ
﹂
で
胃
を
失
い
︑

�
Ｕ
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
制
度
の
外
側
の
人
々
に
導
か
れ
る
形
で
Ｄ
階
に
脱
出
し
た
よ
う
に
︑
自
我
の
円
環
を
脱
す
る
た
め
に
は
︑

そ
の
外
部
に
存
在
す
る
他
者
の
存
在
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
注
一
︶
日
本
Ｓ
Ｆ
大
会
参
加
者
の
投
票
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
年
間
の
読
者
賞
︒
長
編
部
門
︑
短
編
部
門
な
ど
複
数
の
区
分
が
あ
る
︒

︵
注
二
︶
日
本
Ｓ
Ｆ
作
家
ク
ラ
ブ
主
催
の
Ｓ
Ｆ
関
係
者
に
よ
る
賞
︒
小
説
だ
け
で
は
な
く
︑
映
像
作
品
な
ど
も
対
象
と
な
る
︒

︵
注
三
︶﹁
短
編
の
名
手
で
も
あ
る
が
︑
連
作
の
形
式
を
と
る
こ
と
が
多
く
︑
純
然
た
る
短
編
は
わ
ず
か
に
五
冊
し
か
な
い
︒﹂
日
下
三
蔵

﹃
日
本
Ｓ
Ｆ
全
集
・
総
解
説
﹄
二
〇
〇
七
．
十
一

早
川
書
房

Ｐ
203

︵
注
四
︶
小
松
左
京
︑
眉
村
卓
︑
伊
藤
典
夫
﹁
最
終
選
考
会
誌
上
再
録
﹂﹃
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
﹄
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