
横
光
利
一
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂

︱
作
品
と
新
感
覚
的
表
徴
の
融
和

︱

中

村

梨

恵

子

は
じ
め
に

横
光
利
一
の
作
品
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
︑
大
正
一
五
年
八
月
に
雑
誌

﹁
女
性
﹂
第
一
〇
巻
第
二
号
に
発
表
︑
昭
和
二
年
に
﹃
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹄

︵
昭
�
・
�
・
12
︑
改
造
社
︶
に
収
録
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
妻
と
﹁
彼
﹂
の
闘

病
生
活
が
描
か
れ
︑﹁
蛾
は
ど
こ
に
で
も
い
る
﹂︵
大
15
・
10
︶︑﹁
花
園
の
思

想
﹂︵
昭
�
・
�
︶
な
ど
の
作
品
と
共
に
︑︿
病
妻
も
の
﹀
と
し
て
知
ら
れ
る
︒

横
光
の
妻
キ
ミ
は
大
正
一
五
年
六
月
に
︑
結
核
の
た
め
二
三
歳
の
若
さ
で
亡
く

な
っ
て
い
る
︒
本
稿
で
扱
う
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
︿
病
妻
も
の
﹀
の
中

で
も
特
に
評
価
が
高
く
︑﹁
発
表
当
時
︑
作
品
全
体
を
貫
く
哀
愁
に
彩
ら
れ
た

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
読
者
の
感
動
を
呼
び
︑
名
作
と
騒
が
れ
た①

﹂︒
伊
藤
整
は
︑

﹁
横
光
利
一
の
中
に
は
︑
新
感
覚
派
的
な
も
の
と
融
和
し
得
な
い
自
然
感
情
的

な
も
の
が
生
き
て
ゐ
た
︒︵
中
略
︶
そ
の
自
然
感
情
的
な
も
の
が
︑
新
感
覚
派

的
手
法
と
融
和
し
て
頂
点
と
な
つ
た
の
は
︑
彼
が
妻
の
死
と
い
ふ
問
題
に
直
面

し
た
時
に
書
い
た
﹁
春
は
馬
車
に
乗
つ
て
﹂
で
あ
つ
た②

︒﹂
と
評
価
し
て
い
る
︒

﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
何
故
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
を
得
た
の
だ
ろ
う

か
︒
ま
た
︑
横
光
が
論
じ
主
張
し
た
﹁
新
感
覚
﹂
は
︑
こ
の
作
品
に
お
い
て
ど

う
実
践
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
横
光
の
理
論
︑
姿
勢
︑
文
壇
に
お
け

る
評
価
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
を
読
み
解
い
て
い
く
︒

一

文
壇
状
況
と
横
光
の
文
学
意
識

﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
先
行
研
究
に
お
い
て
︑﹁
そ
の
作
風
が
新
感
覚
派

的
で
あ
る
の
か
︑
あ
る
い
は
私
小
説
的
で
あ
る
の
か
︑
と
い
う
論
点
か
ら
問
題

に
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た③

﹂
と
い
う
︒

本
章
で
は
︑
雑
誌
﹁
文
藝
時
代
﹂
の
発
行
か
ら
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
発

表
ま
で
の
︑
文
壇
内
の
﹁
新
感
覚
﹂
の
認
識
︑
横
光
の
作
品
へ
の
評
価
︑
そ
し

横
光
利
一
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
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て
横
光
自
身
の
文
学
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
確
認
し
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂

の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
︒

ま
ず
︑﹁
新
感
覚
派
﹂
と
︑
彼
等
の
﹁
新
感
覚
﹂
の
理
論
を
確
認
す
る
︒
大

正
一
三
年
一
〇
月
︑
自
然
主
義
の
伝
統
に
従
う
既
成
文
壇
に
対
し
﹁
局
面
打

開④

﹂
を
し
よ
う
と
い
う
気
概
を
持
ち
集
っ
た
︑
横
光
利
一
︑
川
端
康
成
を
初
め

と
す
る
新
進
作
家
た
ち
が
雑
誌
﹁
文
藝
時
代
﹂
を
創
刊
し
た
︒

﹁
新
感
覚
派
﹂
と
い
う
名
称
は
︑
千
葉
亀
雄
が
﹁
文
藝
時
代
﹂
の
一
部
の
作

家
達
の
作
品
の
傾
向
を
捉
え
て
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
人
の
一

人
で
あ
っ
た
岸
田
国
士
な
ど
は
︑﹁
自
分
で
俺
は
新
感
覚
派
な
の
か
ど
う
だ
ら

う
か
と
考
へ
て
ゐ
た
も
の
も
ゐ
た
か
も
知
ら
ぬ⑤

︒﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
名
称
そ

の
も
の
に
つ
い
て
も
︑
同
人
内
で
は
異
論
が
多
く
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑

﹁
新
感
覚
派
﹂
と
い
う
括
り
も
︑﹁
新
感
覚
派
﹂
に
対
す
る
認
識
も
︑
曖
昧
な
も

の
で
あ
っ
た
︒﹁
新
感
覚
﹂
の
理
論
に
関
し
て
も
︑
川
端
康
成
は
﹁
併
し
理
論

は
一
向
徹
底
す
る
所
ま
で
は
行
か
な
か
つ
た⑥

︒﹂
と
い
う
︒

次
に
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
発
表
以
前
︑
大
正
一
三
年
か
ら
一
五
年
に

か
け
て
の
︑
横
光
作
品
に
対
す
る
文
壇
内
の
評
価
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

横
光
の
作
品
が
﹁
新
感
覚
﹂
的
で
あ
る
の
か
﹁
私
小
説
﹂
的
で
あ
る
の
か
と

い
う
疑
問
は
︑
大
正
一
三
年
頃
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
︒
川
端
康
成
は
こ
う

し
た
議
論
に
対
し
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

あ
る
人
々
は
︑
横
光
氏
の
作
風
を
自
然
主
義
的
で
あ
る
と
云
ひ
︑
そ
の
表

現
を
客
観
的
で
あ
る
と
云
ふ
︒
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
解
で
あ
る
︒
若
し
客

観
主
義
な
ら
︑
新
し
い
客
観
主
義
で
あ
る
︒
新
主
観
主
義
的
な
︑
主
格
一

如
的
な
客
観
主
義
な
の
で
あ
る⑦

︒

﹁
主
客
一
如
的
な
客
観
主
義
﹂
と
い
う
表
現
で
﹁
新
感
覚
﹂
の
実
態
を
説
明
し

て
い
る
︒

横
光
自
身
も
目
に
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
﹁
文
藝
時
代
﹂
か
ら
の
評
価
と
し
て

は
︑
大
正
一
四
年
一
月
︑
斉
藤
龍
太
郎
が
﹁
共
感
性
の
乏
し
い
︑
感
情
移
入
さ

れ
な
い
や
う
な
表
現
が
︑
動
も
す
れ
ば
作
品
の
う
ち
に
点
出
さ
れ
易
い
懼
れ
が

あ
る⑧

﹂
と
批
判
︒
ま
た
︑
同
年
四
月
に
は
武
野
藤
介
が
︑
横
光
の
表
現
が
﹁
不

可
解
で
あ
る
と
こ
の
頃
頻
り
に
聞
く
﹂
と
述
べ
つ
つ
︑
こ
ち
ら
は
﹁
主
観
で
描

く
表
現
に
絶
対
性
の
あ
ら
う
筈
が
な
い⑨

﹂
と
︑
横
光
を
擁
護
す
る
︒
二
人
は
︑

横
光
の
表
現
が
﹁
主
観
的
﹂
で
あ
る
が
故
に
︑
共
感
性
が
乏
し
く
理
解
し
が
た

い
と
い
う
評
価
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
︒
同
年
三
月
に
は
︑
赤
木

健
介
が
横
光
の
﹁
主
観
の
象
徴
化
﹂
を
評
価
し
︑
﹁
併
し
︑
氏
に
し
て
さ
ら
に

大
を
望
む
な
ら
ば
短
編
﹁
御
身
﹂
に
現
れ
た
ヒ
ユ
マ
ニ
チ
イ
の
緩
和
剤
を
も
つ

と
多
く
必
要
と
す
る
の
で
あ
ら
う⑩

︒
﹂
と
加
え
て
い
る
︒

﹁
共
感
性
が
乏
し
い
﹂
と
い
う
認
識
が
生
じ
た
の
に
は
︑
横
光
の
﹁
新
感
覚

的
﹂
と
さ
れ
る
表
現
が
作
品
全
体
に
対
し
融
和
す
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
見
え

た
こ
と
に
一
因
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
横
光
に
は
︑
表
現
と
人
間
的
感

情
と
の
融
和
︑
表
現
と
作
品
全
体
と
の
融
和
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

横
光
利
一
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
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当
時
の
横
光
自
身
の
文
学
的
姿
勢
と
し
て
は
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
の

前
月
に
掲
載
さ
れ
た
随
筆
﹁
寝
足
ら
ぬ
日
記

︱
湘
南
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
病
院

に
て
﹂︵
大
15
・
�
︶
に
妻
と
の
闘
病
生
活
が
綴
ら
れ
て
お
り
︑﹁
痩
せ
た
花
嫁

は
貰
つ
て
は
な
ら
ぬ
︒
自
然
主
義
は
ど
こ
ま
で
も
花
婿
を
追
つ
駈
け
る
﹂
と
あ

る
︒
横
光
が
超
え
ん
と
し
た
自
然
主
義
が
︑
妻
の
病
気
と
死
と
い
う
現
実
の
中

で
︑
さ
ら
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
︑
相
対
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
し
て
迫

っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
看
病
生
活
を
記
し
た
﹁
朝
か
ら
晩
ま
で
﹂︵
大
15
・
�
︶
に
は
︑﹁
文

学
は
生
活
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
は
分
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑

文
学
は
い
か
な
る
と
き
に
於
て
も
生
活
的
な
も
の
で
は
な
い
︒﹂
と
あ
る
︒

横
光
は
︑
妻
の
病
気
と
い
う
現
実
が
迫
る
中
で
︑﹁
生
活
的
﹂
で
あ
り
な
が

ら
﹁
生
活
的
な
も
の
で
は
な
い
﹂
文
学
と
い
う
も
の
に
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な

い
状
況
に
あ
っ
た
︒

二

横
光
の
﹁
新
感
覚
﹂

で
は
︑
横
光
の
﹁
新
感
覚
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
本
章

で
は
︑
横
光
の
﹁
新
感
覚
﹂
に
関
す
る
中
心
的
評
論
と
さ
れ
る
﹁
新
感
覚
論

︱
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非
難
へ
の
逆
説

︱
﹂︵﹁
文
藝
時

代
﹂
大
14
・
�
︑
原
題
は
﹁
感
覚
活
動
︱
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る

非
難
へ
の
逆
説
﹂︶
を
検
討
す
る
︒
本
稿
で
は
以
降
︑﹁
新
感
覚
論
﹂
と
略
す
︒

﹁
新
感
覚
論
﹂
は
玉
村
周
氏
を
は
じ
め
既
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
︑

本
稿
の
一
章
で
確
認
し
た
当
時
の
横
光
の
問
題
意
識
に
照
ら
し
合
わ
せ
︑
ま
た
︑

横
光
の
理
論
へ
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
川
端
康
成
と
片
岡
鉄
兵
の
論
文
も
︑
補

完
的
に
参
照
し
て
い
く
︒

横
光
は
︑﹁
分
ら
な
い
も
の
に
は
絶
対
に
分
ら
な
い
﹂
と
し
な
が
ら
も
﹁
自

分
の
指
標
と
し
た
感
覚
な
る
も
の
に
つ
い
て
今
一
度
感
覚
入
門
的
な
独
断
論
を

課
題
と
し
て
﹂
解
説
す
る
︒
本
稿
一
章
で
横
光
の
表
現
に
は
共
感
性
が
乏
し
い

と
の
評
価
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
非
難
は
横
光
も
承
知
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
︒

横
光
は
﹁
新
感
覚
﹂
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
︒

感
覚
と
は
純
粋
客
観
か
ら
触
発
さ
れ
た
感
性
的
認
識
の
質
料
の
表
徴
で
あ

つ
た
︒
そ
こ
で
︑
感
覚
と
新
感
覚
と
の
相
違
で
あ
る
が
︑
新
感
覚
は
︑
そ

の
触
発
体
と
し
て
の
客
観
が
純
粹
客
観
の
み
な
ら
ず
︑
一
切
の
形
式
的
仮

象
を
も
含
み
意
識
一
般
の
孰
れ
の
表
象
内
容
を
も
含
む
統
一
体
と
し
て
の

主
観
的
客
観
か
ら
触
発
さ
れ
た
感
性
的
認
識
の
質
料
の
表
徴
で
あ
り
︑
し

て
そ
の
触
発
さ
れ
た
感
性
的
認
識
の
質
料
は
︑
感
覚
の
場
合
に
於
け
る
よ

り
も
新
感
覚
的
表
徴
に
あ
つ
て
は
︑
よ
り
強
く
悟
性
活
動
が
力
学
的
形
式

を
と
つ
て
活
動
し
て
ゐ
る
︒
即
ち
感
覚
触
発
上
に
於
け
る
二
者
の
相
違
は
︑

客
観
形
式
の
相
違
と
主
観
形
式
の
活
動
相
違
に
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

横
光
に
よ
る
と
﹁
新
感
覚
派
の
感
覚
的
表
徴
と
は
︑
一
言
で
云
ふ
と
自
然
の

横
光
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﹁
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外
相
を
剥
奪
し
︑
物
自
体
に
躍
り
込
む
主
観
の
直
感
的
触
発
物
を
云
ふ
﹂︒﹁
主

観
と
は
そ
の
物
自
体
な
る
客
体
を
認
識
す
る
活
動
能
力
を
指
し
て
云
﹂
い
︑

﹁
物
自
体
へ
躍
り
込
む
﹂
瞬
間
︑﹁
主
観
﹂
と
い
う
﹁
認
識
能
力
﹂
が
働
く
︒
そ

の
﹁
認
識
﹂
と
は
﹁
悟
性
と
感
性
と
の
総
合
体
﹂
で
あ
る
︒﹁
新
感
覚
﹂
の

﹁
主
観
﹂
は
﹁
感
性
﹂
よ
り
も
﹁
悟
性
﹂
が
よ
り
強
く
働
く
た
め
︑﹁
感
覚
﹂
と

﹁
新
感
覚
﹂
で
は
︑﹁
認
識
﹂
の
対
象
と
な
る
﹁
客
観
﹂
に
︑
相
違
が
生
じ
る

︵
こ
の
﹁
客
観
﹂
と
は
﹁
そ
の
物
自
体
﹂
で
あ
る
﹁
客
体
﹂
の
こ
と
で
は
な
い
︶︒

﹁
感
覚
﹂
の
場
合
は
﹁
純
粋
客
観
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
新
感
覚
﹂
の
場
合
の
﹁
客

観
﹂
は
︑﹁
純
粋
客
観
﹂
に
加
え
︑﹁
一
切
の
形
式
的
仮
象
を
も
含
み
意
識
一
般

の
孰
れ
の
表
象
内
容
﹂
を
も
含
ん
で
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
統
一
体
と
し
て
の

主
観
的
客
観
﹂
に
触
発
さ
れ
た
結
果
の
﹁
感
性
的
認
識
の
質
料
の
表
徴
﹂
は
︑

﹁
感
覚
﹂
の
場
合
に
比
べ
︑
や
は
り
よ
り
﹁
悟
性
﹂
が
働
い
て
い
る
︒
以
上
が
︑

横
光
の
﹁
新
感
覚
﹂
の
根
本
理
論
で
あ
る
︒

横
光
は
特
に
︑﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
が
﹁
象
徴
せ
ら
れ
た
複
合
的
総
合
的
統

一
体
な
る
表
徴
能
力
を
所
有
す
る
﹂
こ
と
を
再
三
強
調
す
る
︒
ス
ト
リ
ン
ド
ベ

ル
ヒ
︑
松
尾
芭
蕉
等
を
挙
げ
︑
彼
等
は
﹁
深
き
洞
察
と
認
識
と
を
以
つ
て
わ
れ

わ
れ
を
教
養
す
る
﹂﹁
批
評
﹂
を
生
ん
だ
と
す
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
批
評
﹂
は

﹁
批
評
そ
れ
自
身
作
物
と
な
つ
て
高
貴
な
感
覚
を
放
散
し
出
す
に
ち
が
ひ
な
﹂

く
︑
こ
こ
で
の
﹁
批
評
﹂
は
﹁
新
感
覚
﹂
を
触
発
す
る
﹁
客
体
﹂
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
︑﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
そ
の
も
の
と
し
て
の
一
面
も
持
つ
こ
と
と
な

る
︒こ

こ
で
︑﹁
悟
性
﹂
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒

横
光
が
︑﹁
悟
性
﹂
と
﹁
理
性
﹂
を
意
識
的
に
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
示

す
記
述
が
あ
る
︒
大
正
一
四
年
二
月
の
﹁
文
藝
時
代
﹂
で
︑
川
端
と
横
光
が
︑

横
光
の
作
品
中
の
﹁
自
転
車
﹂
が
﹁
自
動
車
﹂
と
誤
植
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑

誌
面
上
で
や
り
取
り
を
し
て
い
る
︒
川
端
は
︑
作
品
を
読
ん
だ
際
に
︑﹁
自
動

車
﹂
と
誤
植
さ
れ
て
い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
﹁
自
転
車
﹂
と
正
し
く
読
め
た
と

述
べ
︑﹁
こ
れ
は
新
感
覚
派
で
云
ふ
と
︑
ど
う
云
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
か
な
︒﹂

と
横
光
に
問
う
︒
こ
れ
に
対
し
横
光
は
﹁
君
は
感
覚
で
読
ん
だ
の
だ
︒
感
覚
で

読
む
と
云
ふ
こ
と
は
珍
重
す
べ
き
近
代
的
特
質
だ
︒
但
し
︑
君
の
新
感
覚
に
は

悟
性
活
動
が
理
性
活
動
の
範
囲
に
迄
踏
み
込
ん
だ
恐
れ
あ
り⑪

︒﹂
と
回
答
す
る
︒

﹁
新
感
覚
﹂
は
﹁
悟
性
活
動
が
理
性
活
動
の
範
囲
に
﹂
踏
み
込
ん
で
は
い
け

な
い
の
だ
と
い
う
︒
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
︒

片
岡
鉄
兵
は
大
正
一
三
年
一
二
月
の
﹁
若
き
読
者
に
訴
ふ
﹂
に
お
い
て
︑
横

光
の
﹁
頭
な
ら
び
に
腹
﹂
の
冒
頭
の
一
節
に
つ
い
て
評
価
︑
擁
護
し
て
い
る
︒

物
質
の
う
ち
に
作
者
の
生
命
が
生
き
︑
状
態
の
う
ち
に
作
者
の
生
命
が
生

き
る
た
め
の
交
渉
の
︑
最
も
直
接
に
し
て
現
実
的
な
電
源
は
感
覚
で
あ
る
︒

そ
の
他
の
何
物
で
も
な
い
︒
心
の
交
渉
で
は
な
い
︒
も
し
人
間
の
魂
や
心

が
此
の
場
合
の
急
行
列
車
に
交
渉
し
た
ら
︑
そ
れ
は
感
覚
の
後
に
来
る
第

二
番
目
の
生
活
で
あ
る
︒
然
し
︑
彼
新
進
作
家
は
︑
そ
の
第
二
番
目
の
生
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活
は
貪
る
必
要
を
認
め
な
か
つ
た
︒︵
中
略
︶
私
は
敢
て
云
ふ
が
︑
対
象

を
感
覚
が
捉
え
て
︑
次
に
始
ま
る
第
二
の
生
活
と
最
初
の
感
覚
と
の
間
に

詩
が
閃
く
の
だ
！⑫

横
光
曰
く
︑﹁
新
感
覚
﹂
は
﹁
悟
性
活
動
﹂
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
り
︑﹁
理
性
活
動
﹂
の
範
囲
ま
で
踏
み
込
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
片
岡
曰
く
︑

対
象
を
捉
え
た
﹁
最
初
の
感
覚
﹂
の
後
︑﹁
第
二
の
生
活
﹂
の
前
に
閃
く
詩
こ

そ
が
︑﹁
感
覚
的
な
成
功
﹂
で
あ
る
︒
用
い
る
言
葉
は
違
え
ど
も
︑
こ
れ
ら
は

﹁
新
感
覚
﹂
に
関
し
て
同
じ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

片
岡
は
大
正
一
四
年
七
月
の
﹁
新
感
覚
派
は
斯
く
主
張
す
﹂
で
︑
再
び
﹁
新

感
覚
﹂
に
つ
い
て
解
説
す
る
︒

勿
論
︑
新
感
覚
派
と
て
も
︑
客
観
的
真
実
を
認
め
る
も
の
で
は
あ
る
︒
け

れ
ど
も
︑
そ
の
客
観
的
真
実
は
瞬
間
の
真
実
で
あ
る
︒
さ
う
し
て
︑
そ
の

真
実
か
ら
出
発
し
な
い
だ
け
で
あ
る
︒
そ
の
真
実
か
ら
出
発
し
て
そ
の
真

実
に
戻
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
︒
出
発
し
た
瞬
間
の
客
観
的
真
実
と
︑
戻
つ

た
瞬
間
の
客
観
的
真
実
と
は
別
の
内
容
を
持
つ
の
で
あ
る⑬

︒

横
光
の
﹁
新
感
覚
論
﹂
で
瞬
間
性
は
明
記
さ
れ
な
い
が
︑
横
光
が
幾
度
も
強
調

す
る
﹁
悟
性
﹂
は
︑
こ
の
瞬
間
性
を
前
提
と
し
た
用
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

対
象
を
捉
え
︑﹁
感
覚
﹂
が
﹁
理
性
﹂
に
お
お
わ
れ
る
直
前
の
︑
一
瞬
の

﹁
感
性
﹂
と
﹁
悟
性
﹂
に
よ
る
感
得
︒
こ
れ
こ
そ
が
︑
横
光
の
目
指
し
た
﹁
新

感
覚
﹂
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

横
光
は
﹁
新
感
覚
論
﹂
に
お
い
て
︑
﹁
新
感
覚
派
﹂
は
︑﹁
生
活
の
理
性
化
へ

転
開
﹂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹁
新
し
き
生
活
の
創
造
へ
わ
れ
わ
れ
を
展
開
さ

す
﹂
の
だ
と
主
張
す
る
︒
そ
し
て
横
光
が
﹁
智
的
感
覚
を
初
め
て
高
く
光
耀
さ

せ
得
た
﹂
人
物
と
し
て
挙
げ
る
の
が
︑
松
尾
芭
蕉
で
あ
る
︒

嘗
て
は
彼
が
あ
れ
ほ
ど
も
徹
し
た
生
活
の
感
覚
化
へ
の
陶
酔
が
︑
彼
に
あ

つ
て
は
終
に
自
身
の
高
き
悟
性
故
に
自
縛
の
鋼
と
な
つ
た
︒
そ
れ
が
彼
の

残
し
た
大
い
な
る
苦
悶
で
あ
つ
た
︒
此
の
潜
め
る
生
来
の
彼
の
高
貴
な
稟

性
は
︑
終
に
彼
の
文
学
か
ら
我
が
文
学
史
上
に
於
て
嘗
て
何
者
も
現
し
得

な
か
つ
た
智
的
感
覚
を
初
め
て
高
く
光
耀
さ
せ
得
た
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は

発
見
す
る
︒
︵
中
略
︶
そ
れ
は
彼
が
自
己
の
生
活
を
完
全
に
感
覚
化
し
得

た
る
が
故
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
彼
が
常
に
そ
の
完
全
な
生
活
の
感
覚
化
か

ら
︑
他
の
何
者
よ
り
も
よ
り
高
き
生
活
を
憧
憬
し
て
や
ま
な
か
つ
た
心
境

か
ら
現
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
︒

﹁
高
き
悟
性
﹂
を
有
す
る
芭
蕉
は
﹁
よ
り
高
き
生
活
を
憧
憬
﹂
す
る
こ
と
で

﹁
智
的
感
覚
を
初
め
て
高
く
光
耀
﹂
せ
し
め
︑
横
光
の
目
指
す
﹁
生
活
の
理
性

化
﹂
を
為
し
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
横
光
は
﹁
強
き
主
観
﹂
こ
そ
が
﹁
新
感

覚
﹂
を
生
み
出
す
の
だ
と
も
主
張
す
る
︒
で
は
︑﹁
悟
性
﹂
を
働
か
せ
る
た
め

の
﹁
生
活
の
理
性
化
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

横
光
は
︑
こ
の
﹁
新
感
覚
論
﹂
で
自
身
の
﹁
新
感
覚
﹂
を
理
論
的
に
は
確
立

し
た
︒﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
発
表
の
約
一
年
前
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
理
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論
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
次
章
か
ら
は
作
品
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
を
読
み
解

い
て
い
き
た
い
︒三

﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
に
お
け
る
﹁
新
感
覚
﹂

本
章
で
は
︑
前
章
で
確
認
し
た
横
光
の
﹁
新
感
覚
﹂
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑

﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
本
文
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
︒

ま
ず
︑
作
品
の
﹁
語
り
﹂
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒

神
谷
忠
孝
氏
は
︑﹁
新
感
覚
派
時
代
の
作
品
の
う
ち
︑
意
識
的
な
文
章
技
巧

を
含
む
作
品
﹂
の
﹁
ほ
と
ん
ど
が
三
人
称
で
書
か
れ
て
い
る⑭

﹂
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
︒﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒

横
光
の
新
感
覚
派
時
代
初
期
の
代
表
作
と
さ
れ
る
﹁
蠅
﹂︵
大
12
・
�
︶
と

﹁
頭
な
ら
び
に
腹
﹂︵
大
13
・
10
︶
の
﹁
語
り
﹂
に
つ
い
て
︑
山
本
亮
介
氏
は

﹁
い
わ
ゆ
る
︿
語
り
手
﹀
の
存
在
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
箇
所
が
い
く
つ
か

あ
る⑮

﹂
と
指
摘
し
︑
次
の
場
面
を
挙
げ
て
い
る
︒
作
品
﹁
蠅
﹂
の
︑﹁
馬
車
は

何
時
に
な
つ
た
ら
出
る
の
で
あ
ら
う
︒﹂
と
い
う
問
い
か
け
︑
そ
し
て
こ
れ
に

対
し
て
﹁
も
し
知
り
得
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
が
あ
つ
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は

饅
頭
屋
の
竈
の
中
で
︑
漸
く
脹
れ
始
め
た
饅
頭
で
あ
つ
た
︒﹂
と
い
う
答
え
を

提
示
す
る
記
述
︒
ま
た
︑﹁
頭
な
ら
び
に
腹
﹂
の
﹁
さ
て
︑
切
符
を
出
す
も
の

は
？
﹂
と
﹁
意
味
作
用
の
方
向
性
を
指
示
し
て
い
く
語
り
の
あ
り
方⑯

﹂︒
こ
れ

ら
の
﹁
語
り
﹂
は
独
自
の
超
越
し
た
立
場
を
有
し
︑
時
に
そ
の
存
在
を
現
わ
し

て
い
る
︒

し
か
し
こ
の
よ
う
な
従
来
の
作
品
に
対
し
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
の

﹁
語
り
﹂
は
︑
登
場
人
物
で
あ
る
﹁
彼
﹂
に
﹁
内
的
焦
点
化
さ
れ
︑
彼
の
内
面

や
心
理
に
寄
り
添
っ
た
形⑰

﹂
を
と
っ
て
い
る
︒

こ
れ
を
受
け
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
を
読
み
解
い
て
い
く
上
で
︑﹁
語

り
﹂
と
﹁
彼
﹂
の
関
係
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
い
く
︒

﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
︑
行
間
を
空
け
て
五
つ
の
場
面
に
分
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ら
各
場
面
の
初
め
に
︑
次
の
よ
う
な
描
写
が
見
ら
れ
る
︒

一
つ
目
の
場
面
は
﹁
海
辺
の
松
が
凩
に
鳴
り
始
め
た
︒
庭
の
片
隅
で
一
叢
の

小
さ
な
ダ
リ
ヤ
が
縮
ん
で
い
つ
た
﹂
︒
二
つ
目
の
場
面
は
﹁
ダ
リ
ヤ
の
茎
が
干

枯
び
た
縄
の
や
う
に
地
の
上
で
む
す
ぼ
れ
出
し
た
﹂︒
三
つ
目
の
場
面
は
﹁
庭

の
芝
生
が
冬
の
潮
風
に
枯
れ
て
来
た
︒
硝
子
戸
は
終
日
辻
馬
車
の
扉
の
や
う
に

が
た
が
た
と
慄
へ
て
ゐ
た
﹂
︒
四
つ
目
の
場
面
は
﹁
花
壇
の
石
の
傍
で
︑
ダ
リ

ヤ
の
球
根
が
掘
り
出
さ
れ
た
ま
ま
霜
に
腐
つ
て
い
つ
た
﹂
︒
五
つ
目
の
場
面
は

﹁
彼
と
妻
と
は
︑
も
う
萎
れ
た
一
対
の
茎
の
や
う
に
︑
日
日
黙
つ
て
並
ん
で
ゐ

た
﹂︒こ

れ
ら
の
描
写
に
つ
い
て
︑
小
田
桐
弘
子
氏
は
﹁
季
節
の
変
化
﹂
だ
け
で
な

く
﹁
実
は
一
人
の
女
︵
妻
︶
の
病
気
︑
死
へ
の
進
行
が
仮
託
さ
れ
て
い
る⑱

﹂
と

指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
大
橋
毅
彦
氏
は
︑﹁
私
達
が
そ
れ
を
手
に
取
り
﹁
こ
れ
は

ダ
リ
ヤ
だ
﹂
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
よ
り
も
︑
ず
っ
と
拡
大
さ
れ
た
像
と
な
っ
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て
迫
っ
て
く
る⑲

﹂
と
述
べ
る
︒
各
場
面
の
初
め
に
﹁
彼
﹂
に
縛
ら
れ
な
い
視
点

か
ら
の
描
写
が
置
か
れ
る
こ
と
で
︑
ダ
リ
ヤ
の
示
唆
す
る
季
節
と
妻
の
病
状
と

が
︑
妻
と
﹁
彼
﹂
の
世
界
を
包
む
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
一
つ
目
の
場
面
か
ら
見
て
い
き
た
い
︒

﹁
あ
の
松
の
葉
が
此
の
頃
そ
れ
は
綺
麗
に
光
る
の
よ
︒﹂
と
い
う
妻
の
言
葉
に

対
し
︑﹁
彼
﹂
は
﹁
綺
麗
﹂
と
い
う
単
純
な
形
容
を
許
さ
ず
︑﹁
一
生
の
仕
事
に
︑

松
の
葉
が
ど
ん
な
に
美
し
く
光
る
か
つ
て
云
ふ
形
容
詞
を
︑
た
つ
た
一
つ
考
へ

出
す
の
だ
ね
︒﹂
と
言
う
︒
こ
れ
は
︑
む
し
ろ
﹁
彼
﹂
自
身
の
問
題
意
識
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
彼
﹂
は
文
筆
家
で
あ
り
︑
如
何
に
表
現
す
る
か
︑
如
何

に
﹁
形
容
﹂
す
る
か
︑
と
い
う
こ
と
が
常
に
﹁
彼
﹂
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒一

つ
目
の
場
面
の
最
後
に
は
︑﹁
彼
﹂
の
決
意
が
示
さ
れ
る
︒

彼
は
苦
痛
を
︑
譬
へ
ば
砂
糖
を
甜
め
る
舌
の
や
う
に
︑
あ
ら
ゆ
る
感
覚

の
眼
を
光
ら
せ
て
吟
味
し
な
が
ら
甜
め
尽
し
て
や
ら
う
と
決
心
し
た
︒
さ

う
し
て
最
後
に
︑
ど
の
味
が
美
味
か
つ
た
か
︒

︱
俺
の
身
体
は
一
本
の

フ
ラ
ス
コ
だ
︒
何
も
の
よ
り
も
︑
先
づ
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
と
︑

彼
は
考
へ
た
︒

先
行
研
究
で
は
︑
こ
の
﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
と
い
う
表
現
の
﹁
透
明
さ
﹂
に
ば
か

り
注
目
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
︒﹁
透
明
﹂
と
い
う
と
﹁
彼
﹂
が
﹁
苦
痛
﹂
を

あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
客
観
視
す
る
か
の
よ
う
だ
が
︑
で
は
何
故
︑
た
だ
の

ガ
ラ
ス
の
容
器
で
は
い
け
な
か
っ
た
の
か
︒
何
故
﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
で
あ
っ
た
の

か
︒﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
と
い
う
実
験
器
具
で
あ
る
時
点
で
︑
そ
れ
は
あ
り
の
ま
ま

の
受
容
で
は
な
い
︒﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
で
あ
る
と
い
う
﹁
彼
﹂
自
身
の
関
与
が
あ

る
か
ら
こ
そ
︑
﹁
苦
痛
﹂
は
﹁
吟
味
﹂
さ
れ
︑
﹁
舐
め
尽
﹂
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

で
は
何
故
︑﹁
吟
味
し
な
が
ら
舐
め
尽
﹂
く
す
能
動
的
な
行
為
の
前
提
と
し

て
﹁
先
ず
透
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
﹂
な
い
の
か
︒

﹁
認
識
能
力
を
構
成
し
た
悟
性
と
感
性
が
︑
物
自
体
へ
躍
り
込
む
主
観
な
る

も
の
の
展
発
に
際
し
﹂
︑
﹁
感
性
﹂
よ
り
も
﹁
悟
性
﹂
が
よ
り
働
く
の
が
﹁
新
感

覚
﹂
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑﹁
吟
味
し
﹂﹁
舐
め
尽
﹂
く
そ
う
と
ば
か
り
意
識
す

る
の
で
は
︑﹁
理
性
﹂
ま
で
働
い
て
し
ま
い
︑﹁
悟
性
﹂
の
働
く
一
瞬
を
収
め
ら

れ
な
い
︒﹁
先
ず
透
明
で
﹂
あ
る
こ
と
で
﹁
感
性
﹂
が
働
き
︑﹁
舐
め
尽
﹂
く
そ

う
と
い
う
意
識
も
持
つ
こ
と
で
﹁
悟
性
﹂
が
働
く
︒
こ
れ
を
体
現
す
る
の
が

﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
で
あ
り
︑
﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
こ
そ
︑﹁
新
感

覚
論
﹂
で
言
及
さ
れ
た
﹁
生
活
の
理
性
化
﹂
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二
つ
目
の
場
面
で
︑﹁
彼
﹂
は
新
鮮
な
鳥
の
臓
物
に
対
し
独
特
の
形
容
を
行

う
︒﹁

こ
の
曲
玉
の
や
う
な
の
は
鳩
の
腎
臓
だ
︒
こ
の
光
沢
の
あ
る
肝
臓
は
︑

こ
れ
は
家
鴨
の
生
肝
だ
︒
こ
れ
は
ま
る
で
︑
噛
み
切
つ
た
一
片
の
唇
の
や

う
で
︑
此
の
小
さ
な
青
い
卵
は
︑
こ
れ
は
崑
崙
山
の
翡
翠
の
や
う
で
︒﹂

こ
の
﹁
彼
﹂
の
﹁
饒
舌
に
煽
動
さ
せ
ら
れ
た
﹂
妻
は
︑
﹁
華
や
か
に
床
の
中
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で
食
慾
の
た
め
に
身
悶
え
﹂
す
る
︒﹁
彼
﹂
は
﹁
檻
の
や
う
な
寝
室
の
格
子
の

中
か
ら
︑
微
笑
し
な
が
ら
絶
え
ず
湧
き
立
つ
鍋
の
中
を
眺
め
﹂
る
妻
を
﹁
臓
物

を
食
べ
た
が
つ
て
ゐ
る
檻
の
中
の
奥
さ
ん
﹂
で
︑﹁
い
つ
の
場
合
に
於
て
も
︑

ど
こ
か
︑
ほ
の
か
に
惨
忍
性
を
湛
へ
て
ゐ
る
︒﹂
と
言
う
︒
そ
し
て
︑﹁
そ
れ
は

あ
な
た
よ
︒
あ
な
た
は
理
智
的
で
︑
惨
忍
性
を
も
つ
て
ゐ
て
︑
い
つ
で
も
私
の

傍
か
ら
放
れ
た
が
ら
う
と
ば
か
り
考
へ
て
い
ら
し
つ
て
︒﹂
と
反
論
す
る
妻
に

対
し
︑﹁
そ
れ
は
︑
檻
の
中
の
理
論
で
あ
る
︒﹂
と
返
す
︒

﹁
彼
﹂
の
看
病
の
姿
勢
を
咎
め
苦
痛
を
訴
え
る
妻
の
﹁
檻
の
中
の
理
論
﹂
は
︑

彼
女
の
病
状
が
悪
化
す
る
程
に
﹁
彼
﹂
を
攻
め
立
て
る
︒
す
る
と
﹁
彼
﹂
は
︑

﹁
檻
の
中
の
理
論
﹂
に
対
抗
す
る
べ
く
自
身
の
理
論
を
明
瞭
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
時
に
﹁
彼
﹂
は
︑﹁
一
本
の
理
論
を
鮮
明
に
し
た
﹂
た
め
に
︑
妻
を

泣
か
せ
︑
そ
の
病
状
を
悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
で
も
な
お
︑﹁
彼
﹂
は
自

身
を
守
り
看
病
を
続
け
る
た
め
に
﹁
此
の
懲
り
る
べ
き
理
由
の
整
理
を
︑
殆
ど

日
日
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
﹂︒

痩
せ
細
っ
た
妻
に
︑﹁
彼
﹂
は
再
び
説
明
す
る
︒

﹁
こ
れ
は
鮟
鱇
で
踊
り
疲
れ
た
海
の
ピ
エ
ロ
︒
こ
れ
は
海
老
で
車
海
老
︑

海
老
は
甲
冑
を
つ
け
て
倒
れ
た
海
の
武
者
︒
こ
の
鰺
は
暴
風
で
吹
き
あ
げ

ら
れ
た
木
の
葉
で
あ
る
︒﹂

﹁
あ
た
し
︑
そ
れ
よ
り
聖
書
を
読
ん
で
ほ
し
い
︒﹂
と
彼
女
は
云
つ
た
︒

も
は
や
妻
は
﹁
彼
﹂
の
言
葉
に
食
慾
を
煽
ら
れ
な
い
︒
ま
た
︑﹁
踊
り
疲
れ
た
﹂︑

﹁
倒
れ
た
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
﹁
彼
﹂
の
︑
さ
ら
に
は
﹁
彼
﹂
の
理
論
の
疲
弊
を

窺
わ
せ
る
︒

妻
の
病
状
が
さ
ら
に
悪
化
す
る
中
︑
﹁
彼
﹂
は
︑
新
し
い
解
釈
を
手
に
入
れ

る
︒

し
か
し
︑
彼
は
此
の
苦
痛
な
頂
点
に
於
て
さ
へ
︑
妻
の
健
康
な
時
に
彼

女
か
ら
与
へ
ら
れ
た
自
分
の
嫉
妬
の
苦
し
み
よ
り
も
︑
寧
ろ
数
段
の
柔
か

さ
が
あ
る
と
思
つ
た
︒
し
て
み
る
と
彼
は
︑
妻
の
健
康
な
肉
体
よ
り
も
︑

此
の
腐
つ
た
肺
臓
を
持
ち
出
し
た
彼
女
の
病
体
の
方
が
︑
自
分
に
と
つ
て

は
よ
り
幸
福
を
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
に
気
が
つ
い
た
︒

︱
こ
れ
は
新
鮮
だ
︒
俺
は
も
う
こ
の
新
鮮
な
解
釈
に
よ
り
す
が
つ
て
ゐ

る
よ
り
仕
方
が
な
い
︒

﹁
彼
﹂
が
寄
り
縋
る
た
め
獲
得
し
た
﹁
新
鮮
な
解
釈
﹂
は
︑﹁
苦
痛
﹂
を
﹁
舐
め

尽
し
て
や
ら
う
﹂
と
い
う
当
初
の
決
意
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
︒

﹁
檻
の
中
の
理
論
﹂
に
対
抗
す
る
べ
く
自
身
の
﹁
理
論
﹂
を
研
ぎ
澄
ま
し
て

い
た
﹁
彼
﹂
は
︑
次
第
に
﹁
理
論
﹂
と
も
言
え
な
い
そ
の
時
々
の
﹁
解
釈
﹂
に

縋
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
し
て
﹁
理
論
﹂
や
﹁
解
釈
﹂
が
遠
ざ
け
て
い
た
現
実
が

迫
る
に
つ
れ
︑
﹁
彼
﹂
の
感
情
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

﹁
俺
も
だ
ん
だ
ん
疲
れ
て
来
た
︒
も
う
直
ぐ
︑
俺
も
参
る
だ
ら
う
︒
さ
う

し
た
ら
︑
二
人
が
こ
こ
で
呑
気
に
寝
転
ん
で
ゐ
よ
う
ぢ
や
な
い
か
︒﹂

三
つ
目
の
場
面
で
は
︑
つ
い
に
︑
医
者
が
妻
は
助
か
ら
な
い
と
告
げ
る
︒
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﹁
死
と
は
何
だ
︒﹂

た
だ
見
え
な
く
な
る
だ
け
だ
︑
と
彼
は
思
つ
た
︒
暫
く
し
て
︑
彼
は
乱

れ
た
心
を
整
へ
て
妻
の
病
室
へ
這
入
つ
て
い
つ
た
︒

﹁
死
と
は
何
だ
︒﹂
と
い
う
命
題
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
﹁
彼
﹂
の

回
答
は
︑
も
は
や
﹁
解
釈
﹂
と
い
え
る
ほ
ど
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ

で
も
自
身
が
導
い
た
回
答
は
︑﹁
彼
﹂
の
乱
れ
た
心
を
一
時
的
に
整
え
る
︒

︱
も
う
直
ぐ
︑
二
人
の
間
の
扉
は
閉
め
ら
れ
る
の
だ
︒

︱
し
か
し
︑
彼
女
も
俺
も
︑
も
う
ど
ち
ら
も
お
互
に
与
へ
る
も
の
は
与

へ
て
了
つ
た
︒
今
は
残
つ
て
ゐ
る
も
の
は
何
物
も
な
い
︒

そ
の
日
か
ら
︑
彼
は
彼
女
の
云
ふ
ま
ま
に
機
械
の
や
う
に
動
き
出
し
た
︒

さ
う
し
て
︑
彼
は
︑
そ
れ
が
彼
女
に
与
へ
る
最
後
の
餞
別
だ
と
思
つ
て
ゐ

た
︒

神
谷
忠
孝
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑﹁
こ
の
時
の
﹁
彼
﹂
は
﹁
無
私
﹂
の
境

地⑳

﹂
で
あ
り
︑
図
ら
ず
も
﹁
透
明
さ
﹂
を
手
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は

﹁
彼
﹂
が
当
初
決
意
し
た
﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
で
は
な
い
︒

こ
れ
を
機
に
﹁
彼
﹂
は
妻
の
言
葉
を
否
定
す
る
こ
と
も
な
く
な
り
︑
自
ら
の

思
考
の
中
で
も
﹁
事
実
は
悲
し
む
べ
き
こ
と
な
の
だ
﹂
と
認
め
る
よ
う
に
な
る
︒

四
つ
目
の
場
面
で
︑﹁
彼
﹂
は
妻
の
﹁
あ
た
し
の
骨
は
ど
こ
へ
行
く
ん
で
せ

う
︒﹂
と
い
う
問
い
に
対
し
︑﹁
答
へ
る
こ
と
が
出
来
﹂
ず
︑﹁
答
へ
の
代
り
に

ま
た
聖
書
を
急
い
で
読
み
上
げ
﹂
る
︒
も
は
や
﹁
彼
﹂
は
﹁
彼
﹂
の
言
葉
で
答

え
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
︒

最
後
の
場
面
は
︑
次
の
よ
う
に
始
ま
る
︒

彼
と
妻
と
は
︑
も
う
萎
れ
た
一
対
の
茎
の
や
う
に
︑
日
日
黙
つ
て
並
ん

で
ゐ
た
︒
し
か
し
︑
今
は
︑
二
人
は
完
全
に
死
の
準
備
を
し
て
了
つ
た
︒

も
う
何
事
が
起
ら
う
と
も
恐
は
が
る
も
の
は
な
く
な
つ
た
︒
さ
う
し
て
︑

彼
の
暗
く
落
ち
つ
い
た
家
の
中
で
は
︑
山
か
ら
運
ば
れ
て
来
る
水
甕
の
水

が
︑
い
つ
も
静
ま
つ
た
心
の
や
う
に
清
ら
か
に
満
ち
て
ゐ
た
︒

こ
の
場
面
で
は
︑﹁
語
り
﹂
の
在
り
方
が
変
化
し
て
い
る
︒

他
の
場
面
で
は
︑﹁
語
り
﹂
が
場
面
描
写
を
行
っ
た
後
﹁
彼
﹂
に
焦
点
化
す

る
︑
と
い
う
切
り
替
え
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
特
に
作
品
の
後
半
で
は
︑﹁
彼
﹂

の
心
情
や
内
面
が
よ
り
直
接
的
に
語
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
最
後
の
場
面
の
﹁
語

り
﹂
は
︑
俯
瞰
的
な
視
点
か
ら
の
場
面
描
写
を
続
け
る
の
で
あ
る
︒

作
品
の
終
わ
り
を
引
用
す
る
︒

海
面
に
は
だ
ん
だ
ん
白
帆
が
増
し
て
い
つ
た
︒
海
際
の
白
い
道
が
日
増

し
に
賑
や
か
に
な
つ
て
来
た
︒
或
る
日
︑
彼
の
所
へ
︑
知
人
か
ら
思
は
ぬ

ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
花
束
が
岬
を
廻
つ
て
届
け
ら
れ
た
︒

長
ら
く
寒
風
に
さ
び
れ
続
け
た
彼
の
家
の
中
に
︑
初
め
て
早
春
が
匂
や

か
に
訪
れ
て
来
た
の
で
あ
る
︒

彼
は
花
粉
に
ま
み
れ
た
手
で
花
束
を
捧
げ
る
や
う
に
持
ち
な
が
ら
︑
妻

の
部
屋
へ
這
入
つ
て
い
つ
た
︒
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﹁
た
う
と
う
︑
春
が
や
つ
て
来
た
︒﹂

﹁
ま
ア
︑
綺
麗
だ
わ
ね
︒﹂
と
妻
は
云
ふ
と
︑
頬
笑
み
な
が
ら
痩
せ
衰
へ
た

手
を
花
の
方
へ
差
し
出
し
た
︒

﹁
こ
れ
は
実
に
綺
麗
ぢ
や
な
い
か
︒﹂

﹁
ど
こ
か
ら
来
た
の
︒﹂

﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
︑
海
の
岸
を
真
つ
先
に
春
を
撒
き
撒
き
や
つ

て
来
た
の
さ
︒﹂

妻
は
彼
か
ら
花
束
を
受
け
る
と
両
手
で
胸
い
つ
ぱ
い
に
抱
き
し
め
た
︒

さ
う
し
て
︑
彼
女
は
そ
の
明
る
い
花
束
の
中
へ
蒼
ざ
め
た
顔
を
埋
め
る
と
︑

恍
惚
と
し
て
眼
を
閉
ぢ
た
︒

作
中
の
﹁
彼
﹂
の
﹁
新
感
覚
﹂
的
と
さ
れ
る
表
現
に
は
︑
こ
の
花
束
に
対
す

る
も
の
と
︑
臓
物
に
対
す
る
も
の
が
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
臓
物
の
形
容
が
妻
の
食

慾
を
煽
ら
な
く
な
っ
て
以
来
︑﹁
彼
﹂
は
﹁
形
容
﹂
を
口
に
す
る
こ
と
を
止
め
︑

次
第
に
理
論
や
解
釈
を
生
む
主
体
性
を
︑
さ
ら
に
は
自
身
の
言
葉
さ
え
失
っ
て

い
っ
た
︒
こ
こ
で
突
然
︑
再
び
花
束
を
形
容
す
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
︒

ま
ず
︑﹁
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
花
束
﹂
に
対
し
妻
は
﹁
綺
麗
﹂
と
言
う
︒
こ
れ

は
︑
一
つ
目
の
場
面
に
お
い
て
﹁
松
の
葉
﹂
に
対
し
て
妻
が
言
っ
た
の
と
同
じ

言
葉
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
対
す
る
﹁
彼
﹂
の
反
応
は
変
化
し
て
い
る
︒

﹁
松
の
葉
﹂
へ
の
妻
の
感
想
に
対
し
て
は
﹁
そ
こ
で
長
い
間
寝
て
ゐ
て
︑
お
前

の
感
想
は
︑
た
つ
た
松
の
葉
が
美
し
く
光
る
と
云
ふ
こ
と
だ
け
な
の
か
︒﹂
と

言
い
︑﹁
一
生
の
仕
事
に
︑
松
の
葉
が
ど
ん
な
に
美
し
く
光
る
か
つ
て
云
ふ
形

容
詞
を
︑
た
つ
た
一
つ
考
え
出
す
の
だ
ね
︒﹂
と
求
め
た
︒
一
方
で
︑
ス
ヰ
ー

ト
ピ
ー
の
花
束
へ
の
﹁
綺
麗
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
﹁
彼
﹂
自
身
も
﹁
こ
れ
は

実
に
綺
麗
ぢ
や
な
い
か
︒
﹂
と
返
す
︒

何
故
︑
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
︒
そ
し
て
︑﹁
此
の
花
は
馬
車
に

乗
つ
て
⁝
﹂
と
い
う
表
現
は
﹁
彼
﹂
が
目
指
し
た
形
容
た
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒

横
光
の
﹁
新
感
覚
論
﹂
と
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
の
﹁
フ
ラ
ス
コ
﹂
の
決

意
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
﹁
綺
麗
﹂
と
素
直
に
述
べ
た
﹁
彼
﹂
に
は
︑
ま
さ
し

く
純
粋
な
﹁
感
性
﹂
が
働
い
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
主
体
性
を
失
い
言
葉
を
弄

す
る
こ
と
を
止
め
た
﹁
彼
﹂
は
︑
意
図
せ
ず
﹁
透
明
﹂
さ
を
手
に
し
た
︒﹁
綺

麗
﹂
と
言
う
﹁
彼
﹂
は
︑
﹁
何
も
の
よ
り
も
︑
先
ず
透
明
﹂
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
︒そ

し
て
妻
の
﹁
ど
こ
か
ら
来
た
の
︒
﹂
と
い
う
問
い
か
け
に
よ
り
︑
こ
の
花

束
が
今
︑
岬
を
廻
っ
て
こ
こ
へ
届
け
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
思
い
が
至
り
︑

﹁
彼
﹂
は
﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
⁝
﹂
と
い
う
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
を
生

み
出
す
︒﹁
感
性
﹂
に
直
結
し
た
﹁
悟
性
﹂
が
働
き
︑
つ
い
に
﹁
彼
﹂
は
︑﹁
一

本
の
フ
ラ
ス
コ
﹂
に
な
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
こ
の
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
に
含
ま
れ
る
﹁
形
式
的
仮
象
﹂
と
﹁
意

識
一
般
の
孰
れ
の
表
象
内
容
﹂
は
︑
そ
の
表
現
を
行
っ
た
﹁
彼
﹂
の
み
が
理
解

で
き
る
主
観
的
な
ば
か
り
の
も
の
で
は
な
い
︒
ダ
リ
ヤ
に
仮
託
さ
れ
た
季
節
の

横
光
利
一
﹁
春
は
馬
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に
乗
っ
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﹂
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移
り
変
わ
り
︑
そ
れ
に
伴
う
海
の
変
化
︑
妻
の
病
状
の
変
化
︑
春
の
訪
れ
︑
岬

を
廻
っ
て
き
た
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
︒
花
束
の
表
現
が
含
有
し
︑
表
象
す
る
こ
れ
ら

を
︑
読
者
が
﹁
彼
﹂
と
共
に
共
有
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
⁝
﹂
と
い
う
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
に
触
発
さ
れ

た
読
者
は
︑
こ
こ
で
よ
う
や
く
も
う
一
つ
︑
作
品
全
体
を
表
象
す
る
﹁
新
感
覚

的
表
徴
﹂
に
気
付
く
こ
と
と
な
る
︒
即
ち
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
で
あ
る
︒

最
後
の
場
面
に
お
い
て
﹁
語
り
﹂
の
俯
瞰
的
な
視
点
が
維
持
さ
れ
る
︒
そ
の

結
果
︑﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
⁝
﹂
と
い
う
表
現
は
﹁
彼
﹂
の
一
発
言
に

留
ま
ら
ず
︑
場
面
を
包
み
︑
更
に
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
と
い
う
作
品
そ
の

も
の
の
タ
イ
ト
ル
︑﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
と
し
て
︑
物
語
全
体
を
も
﹁
表
象
﹂

し
︑
そ
の
鮮
や
か
な
美
し
さ
で
包
み
込
む
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
一
章
で
︑
文
壇
状
況
︑
横
光
の
作
品
に
対
す
る
評
価
︑
横
光
の

文
学
観
を
確
認
し
た
後
︑
二
章
で
︑﹁
新
感
覚
論
﹂
を
中
心
に
彼
の
﹁
新
感
覚
﹂

を
確
認
し
た
︒﹁
新
感
覚
﹂
と
は
︑﹁
自
然
の
外
相
を
剥
奪
し
︑
物
自
体
に
躍
り

込
む
主
観
の
直
感
的
触
発
物
﹂
で
あ
っ
た
︒

横
光
は
﹁
智
的
感
覚
を
初
め
て
高
く
光
耀
さ
せ
得
た
﹂
人
物
と
し
て
松
尾
芭

蕉
を
挙
げ
た
が
︑
芭
蕉
は
決
し
て
初
め
か
ら
横
光
の
言
う
﹁
生
活
の
理
性
化
﹂

を
志
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
は
﹁
生
活
の
感
覚
化
﹂
に
徹
し
な
が
ら
も
︑

﹁
自
身
の
高
き
悟
性
故
に
﹂
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
彼
は
﹁
よ
り
高

き
生
活
を
憧
憬
﹂
し
た
末
に
︑﹁
新
感
覚
﹂
へ
辿
り
着
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

で
は
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
の
﹁
彼
﹂
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
で
は
︑﹁
生
活
の
理
性
化
﹂
を
志
す
表
現
す
る
者
と
し
て
の
﹁
彼
﹂
に
つ

い
て
論
じ
た
︒
﹁
彼
﹂
は
﹁
一
本
の
フ
ラ
ス
コ
﹂
と
な
る
こ
と
を
志
し
な
が
ら

も
叶
わ
ず
︑
皮
肉
な
こ
と
に
︑
理
論
も
解
釈
も
自
身
の
言
葉
を
も
失
い
︑
透
明

に
な
っ
た
そ
の
後
で
︑﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
︑
海
の
岸
を
真
つ
先
に
春

を
撒
き
撒
き
や
つ
て
来
た
の
さ
︒
﹂
と
い
う
︑
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
を
生
む
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
︒

﹁
新
感
覚
﹂
を
得
︑
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
を
手
に
す
る
た
め
に
は
︑﹁
感
性
﹂

と
﹁
悟
性
﹂
が
働
く
瞬
間
︑
﹁
理
性
﹂
に
お
お
わ
れ
る
前
の
一
瞬
を
捉
え
︑
言

語
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
れ
が
︑
﹁
新
感
覚
﹂
を
求
め
﹁
生
活
の
理
性

化
﹂
を
志
す
こ
と
の
難
し
さ
で
あ
っ
た
︒
横
光
の
作
品
内
の
表
現
に
対
す
る
︑

主
観
に
過
ぎ
共
感
性
が
乏
し
い
と
い
う
評
価
は
︑
﹁
悟
性
﹂
を
働
か
せ
ん
と
欲

す
る
あ
ま
り
に
﹁
感
性
﹂
を
疎
か
に
し
た
︑
あ
る
い
は
﹁
理
性
﹂
ま
で
が
働
い

て
し
ま
っ
た
が
為
に
生
じ
た
反
応
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
で
は
︑﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
に
対
す
る
︑
伊
藤
整
の
﹁
自
然
感
情

的
な
も
の
が
︑
新
感
覚
派
的
手
法
と
融
和㉑

﹂
し
て
い
る
︑
に
代
表
さ
れ
る
評
価

を
踏
ま
え
︑
何
故
こ
の
よ
う
な
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
の
か
を
考
察
し
た
︒

表
現
と
人
間
的
感
情
と
の
融
和
︑
表
現
と
作
品
全
体
と
の
融
和
が
課
題
で
あ
っ

横
光
利
一
﹁
春
は
馬
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﹂
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た
横
光
だ
が
︑
こ
れ
ら
の
課
題
を
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
は
一
つ
達
成
し
得

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

作
中
の
﹁
彼
﹂
に
よ
る
表
現
に
は
︑
い
く
つ
か
﹁
新
感
覚
的
﹂
と
さ
れ
る
も

の
が
見
ら
れ
た
︒
し
か
し
︑
人
間
的
な
自
然
感
情
と
融
和
し
て
い
る
と
感
じ
ら

れ
る
表
現
は
︑
作
品
最
後
の
﹁
此
の
花
は
馬
車
に
乗
つ
て
⁝
﹂
と
い
う
表
現
の

み
で
あ
る
と
言
え
る
︒
そ
れ
は
︑
前
者
の
形
容
が
﹁
理
性
﹂
に
よ
る
創
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
花
束
の
形
容
は
﹁
感
性
﹂
と
﹁
悟
性
﹂
が
共
に
な

め
ら
か
に
働
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

本
稿
で
は
︑﹁
語
り
﹂
の
視
点
に
着
目
し
な
が
ら
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂

を
読
み
解
い
た
︒
読
者
は
焦
点
化
さ
れ
た
﹁
彼
﹂
と
共
に
妻
の
病
状
の
変
化
を

見
つ
め
︑
冬
を
越
え
て
春
の
訪
れ
を
感
じ
︑
岬
を
廻
っ
て
き
た
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー

に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
で
︑
花
束
の
形
容
と
い
う
﹁
複
合
的
総
合
的
統
一
体
﹂

た
る
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
に
表
象
さ
れ
る
も
の
を
感
得
で
き
る
︒
そ
し
て
最
後

の
場
面
で
︑
花
束
の
形
容
は
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
共

に
︑
作
品
全
体
を
﹁
表
象
﹂
す
る
﹁
新
感
覚
的
表
徴
﹂
と
な
る
の
で
あ
る
︒

注①

井
上
謙
︑
神
谷
忠
孝
︑
羽
鳥
徹
哉
編
﹃
横
光
利
一
事
典
﹄︑
八
木
泉
﹁
春
は
馬
車

に
乗
っ
て
﹂
の
項
︑
一
七
一
頁
︑︵
平
14
・
10
・
10
︑
お
う
ふ
う
︶

②

伊
藤
整
﹁
解
説
﹂︵
横
光
利
一
﹃
現
代
日
本
文
学
全
集
36

横
光
利
一
集
﹄
所
収
︑

四
二
八
頁
︑
昭
29
・
�
・
�
︑
筑
摩
書
房
︶

③

注
①
に
同
じ
︑
一
七
二
頁

④

川
端
康
成
﹁
創
刊
の
辞
﹂
︵
﹁
文
藝
時
代
﹂
第
一
巻
第
一
号
︑
大
13
・
10
︶

⑤

菅
忠
雄
︑
片
岡
鉄
兵
︑
川
端
康
成
︑
横
光
利
一
︑
中
河
与
一
︑
岸
田
国
士
︑
山
本

実
彦
﹁﹃
文
藝
時
代
﹄
座
談
会
﹂︵
﹁
文
藝
﹂
第
三
巻
第
七
号
︑
昭
10
・
�
︶

⑥

注
⑤
に
同
じ
︒

⑦

川
端
康
成
﹁
新
進
作
家
の
新
傾
向
解
説
﹂︵﹁
文
藝
時
代
﹂
第
二
巻
第
一
号
︑
大

14
・
�
︶

⑧

斉
藤
龍
太
郎
﹁
横
光
利
一
氏
の
芸
術

︱
特
に
そ
の
表
現
に
つ
い
て

︱
﹂︵﹁
文

藝
時
代
﹂
第
二
巻
第
一
号
︑
大
14
・
�
︶

⑨

武
野
藤
介
﹁
四
人
の
友
だ
ち
を
集
め
て
﹂︵﹁
文
藝
時
代
﹂
第
二
巻
第
四
号
︑
大

14
・
�
︶

⑩

赤
木
健
介
﹁
新
象
徴
主
義
の
基
調
に
就
い
て
﹂︵﹁
文
藝
時
代
﹂
第
二
巻
第
一
号
︑

大
14
・
�
︶

⑪

川
端
康
成
︑
横
光
利
一
︑
中
河
与
一
﹁
文
壇
派
動
詞
﹂︵
﹁
文
藝
時
代
﹂
第
二
巻
第

二
号
︑
大
14
・
�
︶

⑫

片
岡
鉄
兵
﹁
若
き
読
者
に
訴
ふ
﹂
︵﹁
文
藝
時
代
﹂
第
一
巻
第
三
号
︑
大
13
・
12
︶

⑬

片
岡
鉄
兵
﹁
新
感
覚
派
は
斯
く
主
張
す
﹂︵﹁
文
藝
時
代
﹂
第
二
巻
第
七
号
︑
大

14
・
�
︶

⑭

神
谷
忠
孝
﹃
横
光
利
一
論
﹄
Ⅰ
第
二
章
：
国
語
と
の
不
逞
極
る
決
戦
時
代

︱
理

論
と
実
践

︱
︑
三
三
頁
︑︵
昭
53
・
10
・
20
︑
双
文
社
︶

⑮

山
本
亮
介
﹃
横
光
利
一
と
小
説
の
論
理
﹄
序
章
第
三
節
：
作
者
の
︿
場
所
﹀︑
三

五
頁
︑︵
平
20
・
�
・
28
︑
笠
間
書
院
︶

⑯

注
⑮
に
同
じ
︒

⑰

羽
原
卓
也
﹁
対
峙
す
る
横
光
利
一
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
﹂︵﹁
國
語
と
國
文
学
﹂

第
九
一
巻
第
一
二
号
︑
平
26
・
12
︶

⑱

小
田
桐
弘
子
﹃
横
光
利
一

比
較
文
学
研
究
﹄
第
四
章
：﹃
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹄

横
光
利
一
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
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の
構
造
論
︑
一
〇
九
頁
︑︵
昭
55
・
�
・
15
︑
南
総
社
︶

⑲

大
橋
毅
彦
﹁
横
光
利
一
の
新
時
代
感
覚

︱
﹁
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
﹂
の
構
造
因

子

︱
﹂︵
紅
野
敏
郎
編
﹃
新
感
覚
派
の
文
学
世
界
﹄
所
収
︑
七
五
頁
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