
賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
　
　
　
ー
『
春
と
修
羅
　
第
三
集
』
か
ら
ー

中

村
　
　
三
　
　
春

（
日
本
文
学
・
表
象
文
化
論
〉

1

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
（
窓
舞
9
×
）
を
辞
書
で
引
く
と
、
こ
の
言
葉
は
古
代
ギ

リ
シ
ア
語
源
で
あ
り
、
パ
ラ
（
B
轟
－
）
は
不
正
・
不
規
則
を
意
味
す
る
接
頭
辞
、

ド
ッ
ク
ス
（
－
9
図
）
は
ド
ク
サ
、
す
な
わ
ち
意
見
の
こ
と
を
言
う
と
さ
れ
る
。

逆
説
．
自
家
撞
着
な
ど
と
訳
さ
れ
、
論
理
学
で
は
、
矛
盾
命
題
が
】
見
妥
当
な

推
論
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
場
合
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
矛
盾
す
る
命
題

が
同
居
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
、
幾
つ
も
の
局
面

に
亙
る
豊
饒
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
彩
ら
れ
て
お
り
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ

と
こ
そ
が
、
文
芸
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
核
心
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
f
中
村

稿
で
は
そ
の
中
で
も
、
特
に
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
生
成
の
問
題
を
、
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
の
観
点
か
ら
論
じ
よ
う
と
す
る
。
私
は
こ
れ
ま
で
も
、
多
様
な
局
面
か
ら
、

宮
澤
文
芸
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
要
素
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
初

め
に
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
つ
つ
、
宮
澤
文
芸
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
の
関
係
に
つ

い
て
概
説
し
て
み
た
い
。

　
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
は
、
広
い
意
味
で
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
宝
庫
で
あ
る
。
例

え
ば
、
い
ち
早
く
天
澤
退
二
郎
が
着
目
し
、
．
8
霧
9
ω
9
巴
o
．
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
究
明
し
た
現
象
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
『
注

文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
に
は
、
「
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ

な
た
の
た
め
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
し
、
た
だ
そ
れ
つ
き
り
の
と
こ
ろ

も
あ
る
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
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ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と

こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
と
い
う
一
節

が
あ
る
。
こ
れ
は
序
文
と
し
て
の
性
質
か
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
受
け
取
る
べ
き

か
、
一
種
の
詣
晦
め
い
た
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
な
の
か
定
か
で
な
い
部
分
も
あ

る
が
、
天
澤
は
こ
れ
を
素
直
に
ノ
ン
セ
ン
ス
性
の
自
己
表
明
と
し
て
と
ら
え
る
。

例
え
ば
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
で
裁
判
の
終
わ
り
近
く
、
一
郎
の
指
示
を
受
け

た
山
猫
裁
判
長
は
、
「
こ
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
え
ら
く
な
く
て
、
ば
か
で
、
め

ち
や
く
ち
や
で
、
て
ん
で
な
つ
て
ゐ
な
く
て
、
あ
た
ま
の
つ
ぶ
れ
た
や
う
な
や

つ
が
、
い
ち
ば
ん
え
ら
い
の
だ
」
と
い
う
「
申
し
わ
た
し
」
を
す
る
。
天
澤
は

こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
』
郎
の
こ
の
提
案
を
、
作
品
の
、
あ
る
い
は
作
者
の
《
思

想
》
と
し
て
、
そ
こ
に
《
立
身
出
世
主
義
の
否
定
》
や
《
権
威
へ
の
批
判
》
を

み
る
ふ
つ
う
の
読
み
方
は
ま
っ
た
く
的
外
れ
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
［
…
］
そ
れ

よ
り
も
さ
き
に
、
『
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
』
は
、
意
味
に
対
す
る
無
意
味
8
冨
雪
器

の
一
撃
を
核
心
に
す
え
た
、
8
畠
窪
器
邑
o
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
…
…
へ
の
否
定
や
批
判
は
、
そ
れ
が
置
か
れ
た
相
対
的
な
条
件
へ

の
、
必
然
的
反
応
に
す
ぎ
な
い
」
と
読
ん
で
い
た
（
1
）
。

　
た
だ
し
、
「
あ
な
た
が
た
み
ん
な
の
中
で
い
ち
ば
ん
小
さ
い
者
こ
そ
、
大
き
い

の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
実
際
に
福
音
書
（
「
マ
タ
イ
」
第
1
8
章
1
～
5
、
「
マ

ル
コ
」
第
9
章
3
3
～
3
7
、
「
ル
カ
」
第
9
章
4
6
～
4
8
）
の
中
に
あ
り
、
「
ぼ
く
お

説
教
で
き
い
た
ん
で
す
」
と
い
う
一
郎
の
言
葉
は
文
字
通
り
と
も
考
え
ら
れ
る

（
2
）
。
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
が
、
聖
書
も
ま
た
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
効
果
は
、
単

に
「
小
は
大
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
観
の
逆
転
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は

裁
き
・
裁
か
れ
る
行
為
、
す
な
わ
ち
判
決
申
し
渡
し
を
行
い
、
ま
た
そ
れ
を
期

待
す
る
と
い
う
言
語
行
為
の
背
景
に
あ
る
、
（
権
力
を
行
使
さ
れ
る
側
も
含
め
て

の
）
世
俗
の
権
力
じ
た
い
の
根
拠
、
む
し
ろ
そ
の
無
根
拠
性
を
明
る
み
に
出
す

こ
と
に
ま
で
到
達
す
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
文
字
通
り
の
意
味
の
レ
ベ
ル
か
ら
、

そ
の
意
味
の
根
拠
を
問
題
と
す
る
メ
タ
レ
ベ
ル
ヘ
と
、
解
釈
の
階
段
を
一
段
引

き
上
げ
る
よ
う
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
関
与
し
て
い
る
の

は
、
、
単
純
な
「
意
味
に
対
す
る
無
意
味
の
一
撃
」
で
は
な
く
、
日
常
的
な
言
語

活
動
を
一
挙
に
異
化
し
て
、
そ
の
本
質
的
構
造
ま
で
を
問
題
と
す
る
メ
タ
言
語

的
な
機
能
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
矛
盾
対
立
す
る
意
味
を
同
居
さ
せ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
言

葉
遣
い
が
、
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
に
は
非
常
に
多
い
の
で
あ
る
。
「
世
界
が
ぜ
ん
た

い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
個
人
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
」
と
「
農
民
芸
術
概

論
綱
要
」
で
述
べ
る
よ
う
な
全
体
論
、
一
切
衆
生
の
幸
福
を
祈
念
す
る
菩
薩
行

が
、
宮
澤
の
理
想
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
い
を
容
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
が
単
純
に
成
就
す
る
と
考
え
る
ほ
ど
、
宮
澤
が
楽
天
家
で
あ
っ
た
の
で
な

い
こ
と
も
、
ま
た
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
性
は
、
全
体
論
的

な
〈
統
合
〉
を
め
ざ
す
心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
お
け
る
透
明
と
障
害
の
様
相
を
呈
し
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て
い
る
。
例
え
ば
、
「
け
ら
を
ま
と
ひ
お
れ
を
見
る
そ
の
農
夫
／
ほ
ん
た
う
に
お

れ
が
見
え
る
の
か
」
と
「
春
と
修
羅
」
で
、
ま
た
「
こ
の
人
は
わ
た
く
し
と
は

な
す
の
を
／
な
に
か
大
へ
ん
は
ば
か
つ
〔
て
〕
ゐ
る
」
と
「
小
岩
井
農
場
」
に

あ
る
よ
う
に
、
透
明
と
障
害
は
、
主
と
し
て
他
者
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
不
完
全
性
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
死
ん
だ
妹
ト
シ
の
行
く

先
に
つ
い
て
、
「
青
森
挽
歌
」
で
は
内
心
の
奥
底
か
ら
の
声
に
答
え
て
、
「
あ
い

つ
だ
け
が
い
い
と
こ
に
行
け
ば
い
い
と
／
さ
う
い
の
り
は
し
な
か
つ
た
と
お
も

ひ
ま
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
逆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
つ
ま
り

も
し
か
し
た
ら
妹
だ
け
の
冥
福
を
祈
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
も
同
居
さ
せ
、
テ
ク
ス
ト
を
一
個
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
化
し
て
し
ま
う

結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
詩
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
極
限
的
な
例
と
し
て
、
「
薙
露
青
」

な
ど
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
天
・
地
・
人
が
、
流
れ
る
河
の
生
命
体
と
し

て
一
体
化
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
描
き
出
し
た
美
し
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
宮
澤
の

〈
統
合
〉
に
か
け
る
理
想
を
、
最
高
の
水
準
で
提
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
3
）
。

妹
の
死
に
つ
い
て
も
、
「
あ
＞
　
い
と
し
く
お
も
ふ
も
の
が
／
そ
の
ま
＞
ど
こ
へ

行
っ
て
し
ま
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
／
な
ん
と
い
ふ
い
＞
こ
と
だ
ら
う
」
、

つ
ま
り
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
は
死
ん
だ
が
、
多
く
の
ブ
ド
リ
が
生
き
て
い
る
の
と

同
じ
く
、
妹
も
す
べ
て
の
他
者
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
悟
達
の
境
地
を
示
す
に

至
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
完
壁
に
調
和
主
義
的
な
詩
は
、
校
異
に
よ
れ

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

ば
、
「
い
っ
た
ん
記
さ
れ
た
の
ち
、
全
面
的
に
消
し
ゴ
ム
で
消
さ
れ
て
い
る
」
と

い
う
の
で
あ
る
（
4
）
。
こ
の
よ
う
に
全
文
消
去
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
ほ
か
に
も

幾
つ
か
あ
る
よ
う
だ
が
、
「
莚
露
青
」
の
場
合
の
よ
う
に
完
成
度
の
高
い
も
の
は

少
な
い
。
「
莚
露
青
」
の
抹
消
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
、
「
青
森
挽
歌
」
に
お
け

る
二
重
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
同
じ
結
果
が
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
莚
露
青
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
主
張
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
否
定
さ

れ
た
の
か
P
　
た
だ
し
、
こ
の
消
去
の
意
味
は
容
易
に
は
確
定
で
き
な
い
。
こ

の
件
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
後
節
に
お
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

　
一
方
、
童
話
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
天
澤
が
論
じ

た
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
所
収
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
な
ノ
ン
セ
ン
ス
童
話
の
ほ

か
、
「
オ
ッ
ベ
ル
と
象
」
「
黄
色
い
ト
マ
ト
」
「
土
神
と
き
つ
ね
」
な
ど
の
昔
話
的
・

神
話
的
な
テ
ク
ス
ト
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
極
め
て
神

話
的
な
設
定
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
が
、
全
く
そ
れ
と
相
矛
盾
す
る
よ
う
な
出
来
事
や

逸
脱
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
、
素
朴
な
寓
意
や
啓
蒙
が
宙
づ
り
状
態
に
さ
れ
て

し
ま
う
事
態
で
あ
る
（
5
）
。
例
え
ば
「
土
神
と
き
つ
ね
」
の
場
合
は
、
土
神
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
と
行
動
形
態
が
基
本
的
に
効
い
て
い
る
。
「
お
れ
は
い
や
し
い
け
れ

ど
も
と
に
か
く
神
の
分
際
だ
。
そ
れ
に
狐
の
こ
と
な
ど
を
気
に
か
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
情
な
い
。
そ
れ
で
も
気
に
か
＞
る
か
ら
仕
方
な
い
」
。
神

で
あ
り
な
が
ら
神
で
な
い
。
神
話
の
枠
組
を
持
ち
な
が
ら
も
神
話
で
な
い
。
こ

の
よ
う
に
引
き
裂
か
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
の
引
き
裂
か
れ
た
物
語
も
ま
た
、
全
体
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と
し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
デ
ィ
ベ
ー
ト
の
形
を
と
り
、
テ
ク
ス
ト
全
体
に
押
し
広
げ

ら
れ
た
の
が
、
一
般
に
は
ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
（
＜
Φ
鷺
＄
ユ
き
冨
ヨ
）
を
主
張

し
た
童
話
と
さ
れ
る
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
場

合
、
ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
確
か
に
表
象
は
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

果
た
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
P
　
こ
の
童
話
（
し
か
し
、
こ
れ
は

童
話
だ
ろ
う
か
P
）
で
は
、
ヴ
ェ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
大
会
の
場
で
、
肉
食
反
対
派

と
賛
成
派
が
交
互
に
意
見
を
述
べ
た
挙
げ
句
、
結
末
に
お
い
て
、
す
べ
て
は
主

催
者
側
の
設
定
し
た
芝
居
、
大
会
を
盛
り
上
げ
る
た
め
の
シ
ョ
ー
で
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
語
り
手
は
、
「
け
れ
ど
も
私
は
あ
ん
ま
り
こ
の

あ
っ
け
な
さ
に
ぽ
ん
や
り
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
あ
ん
ま
り
ぼ
ん
や
り
し
ま
し

た
の
で
愉
快
な
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
の
幻
想
は
も
う
こ
わ
れ
ま
し
た
。
ど
う
か

あ
と
の
と
こ
ろ
は
み
な
さ
ん
で
活
動
写
真
の
お
し
ま
ゐ
の
あ
り
ふ
れ
た
舞
踏
か

何
か
を
使
つ
て
ご
勝
手
に
ご
完
成
を
ね
が
ふ
し
だ
い
で
あ
り
ま
す
」
と
皮
肉
で

も
っ
て
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
後
に
残
っ
た
の
は
、
決
定
的
な
真
理
を
共
有
す

る
こ
と
の
困
難
さ
、
意
見
の
相
違
を
議
論
に
よ
っ
て
も
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な

い
共
約
不
可
能
性
に
つ
い
て
の
感
懐
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
6
）
。

　
そ
し
て
、
こ
の
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
の
終
わ
ら
な
い
論
争
は
、
「
銀
河
鉄

道
の
夜
」
に
お
け
る
、
や
は
り
終
わ
ら
な
い
論
争
に
通
じ
て
い
る
。

「
あ
な
た
の
神
さ
ま
っ
て
ど
ん
な
神
さ
ま
〔
〕
で
す
か
。
」
青
年
は
笑
ひ
な

が
ら
云
ひ
ま
し
た
。
「
ぼ
く
ほ
ん
た
う
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
、
け
れ
ど
も
そ

ん
な
ん
で
な
し
に
ほ
ん
た
う
の
た
っ
た
一
人
の
神
さ
ま
で
す
。
」
「
ほ
ん
た

う
の
神
さ
ま
は
も
ち
ろ
ん
た
っ
た
一
人
で
す
。
」
「
あ
＞
、
そ
ん
な
ん
で
な

し
に
た
っ
た
ひ
と
り
の
ほ
ん
た
う
の
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
で
す
。
」
「
だ
か

ら
さ
う
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
わ
た
く
し
は
あ
な
た
方
が
い
ま
に
そ
の
ほ

ん
た
う
の
神
さ
ま
の
前
に
わ
た
く
し
た
ち
と
お
会
ひ
に
な
る
こ
と
を
祈
り

ま
す
。
」

　
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
銀
河
旅
行
の
汽
車
で
乗
り
合
わ
せ
た
青
年
の
言
う
「
ほ
ん
た

う
の
神
さ
ま
」
は
キ
リ
ス
ト
教
的
一
神
教
の
神
で
あ
り
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
は
そ

れ
を
も
包
括
す
る
超
普
遍
的
な
大
乗
仏
教
的
な
世
界
性
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う

な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
吉
本
隆
明
（
7
）
・
大
澤
真
幸
（
8
）
ら
の
解
釈
で

あ
る
。
た
だ
こ
の
解
釈
は
、
余
り
に
も
テ
ク
ス
ト
外
的
な
宮
澤
賢
治
の
宗
教
思

想
を
持
ち
込
み
、
ク
リ
ア
に
解
釈
し
過
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
語
の

展
開
上
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
天
上
」
へ
行
こ
う
と
す
る
女
の
子
を
引
き
留
め

る
た
め
に
、
「
天
上
」
を
肯
定
す
る
よ
う
な
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
否
定
し

た
の
で
あ
る
。
（
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
彼
女
を
引
き
留
め
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
）
こ
こ
で
意
見
の
対
立
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
乗
り
越
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
青
年
の
方
で
あ
っ
た
と
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も
言
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
論
争
は
収
束
せ
ず
、
共
約
不
可
能
な
概
念
枠
の
対

立
そ
の
も
の
が
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
「
天
上
」
や
「
ほ
ん
た
う
の
神

さ
ま
」
の
是
非
で
は
な
く
、
そ
の
是
非
を
論
じ
る
共
通
の
土
俵
が
存
在
し
な
い

こ
と
こ
そ
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
前
景
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

2

テ
ク
ス
ト
生
成
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
文
学
の
実
験
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
宮
澤
賢

治
の
場
合
に
は
、
あ
の
縦
横
無
尽
な
草
稿
の
改
変
と
い
う
現
象
を
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
宮
澤
の
場
合
、
刊
行
ま
た
は
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の

テ
ク
ス
ト
を
除
い
て
、
大
半
が
草
稿
と
し
て
残
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
が
想
像
を

絶
す
る
書
き
直
し
と
手
入
れ
を
加
え
ら
れ
て
い
て
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
じ
た
い

が
一
種
の
実
験
と
も
見
な
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
改
稿
に
関
し
て
は
、
通

常
の
推
敲
と
は
か
な
り
事
情
が
違
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、

も
ち
ろ
ん
宮
澤
に
あ
っ
て
も
、
完
成
を
目
指
し
て
推
敲
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
と
は
い
え
、
各
段
階
の
草
稿
は
、
必
ず
し
も
唯
一
の
目
標
に
向
か
う
経
過
で

は
な
く
、
各
々
の
段
階
（
初
期
形
・
後
期
形
、
下
書
稿
O
・
下
書
稿
口
な
ど
）

が
、
い
わ
ば
別
個
の
テ
ク
ス
ト
と
言
え
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
童
話
の

例
を
取
り
上
げ
る
な
ら
、
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
と
そ
の
初
期
形
「
ペ
ン

ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
ネ
ン
・
ネ
ネ
ム
の
伝
記
」
、
「
風
〔
の
〕
又
三
郎
」
と
そ
の
初
期

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
i
中
村

形
「
風
野
又
三
郎
」
と
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
、
だ
か
ら
と
言

っ
て
テ
ク
ス
ト
の
上
で
の
連
続
性
が
完
全
に
消
え
て
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
特
に
、
『
春
と
修
羅
』
第
二
集
・
第
三
集
所
収
詩
編
に
は
、
日
付
と
番
号
が

付
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
題
材
や
着
想
を
得
た
日
付
と
詩
編
番
号
は
、
例
外
は

あ
る
も
の
の
、
改
稿
の
過
程
で
保
存
さ
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
第
三
に
は
、
こ
の
草
稿
の
各
段
階
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
に
も
異

論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
澤
和
宏
に
よ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
本
文

に
つ
い
て
の
検
証
に
よ
れ
ば
、
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
が
登
場
す
る
初
期
形
第
三
次

稿
と
、
登
場
し
な
い
最
終
第
四
次
稿
と
の
問
に
は
、
境
界
線
が
引
け
る
よ
う
な

確
定
し
た
区
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
「
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
、
シ
ン
フ
ォ
ニ

ー
の
よ
う
に
完
成
さ
れ
た
作
品
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
繰
り
返
し
変
奏
さ
れ

る
べ
き
練
習
曲
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
最
終
形
は
け
っ
し

て
不
動
の
決
定
稿
で
は
な
い
し
、
初
期
形
三
と
同
様
に
、
不
断
の
ゆ
ら
ぎ
の
な

か
で
複
数
の
本
文
の
可
能
性
を
明
滅
さ
せ
て
い
る
」
（
9
）
。
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士

を
登
場
さ
せ
る
こ
と
と
登
場
さ
せ
な
い
こ
と
と
の
問
に
あ
る
揺
ら
ぎ
・
葛
藤
じ

た
い
が
、
十
分
統
一
的
に
は
秩
序
立
て
て
整
理
さ
れ
て
い
な
い
本
文
形
態
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
次
稿
や
第
四
次
稿
と
い
っ
た
本
文
の

制
定
そ
の
も
の
が
、
確
定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
松

澤
は
こ
れ
に
続
け
て
、
「
し
か
し
賢
治
は
そ
う
し
た
複
数
性
を
、
自
己
目
的
的
に

追
求
し
た
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
文
学
と
宗
教
の
未
分
化
の
地
点
で
、
烈
し
い
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葛
藤
ゆ
え
に
進
む
こ
と
も
退
く
こ
と
も
で
き
ず
に
釘
づ
け
に
な
っ
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
魅
力
的
な
見
方
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
揺
ら
ぎ
・
葛
藤
が
、
先
ほ
ど
の
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
論
議
と
無
関
係
と

は
思
わ
れ
な
い
。
確
固
と
し
た
唯
一
の
目
的
に
到
達
す
る
た
め
「
自
己
目
的
的

に
追
求
」
さ
れ
た
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
本
文
の
「
複
数
性
」
は
、
世
界
観

の
不
確
定
性
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
改
稿
の

問
題
は
、
宮
澤
の
童
話
や
詩
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
の
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）
に

と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
『
春
と
修
羅
』
第
三
集
所
収
の
幾
つ
か
の
詩
を
材
料
と
し
て
考
え

て
み
た
い
。
こ
の
第
三
集
は
、
概
ね
一
九
二
七
年
・
昭
和
二
年
を
中
心
と
す
る

作
品
群
で
、
宮
澤
は
花
巻
農
学
校
を
前
の
年
に
退
職
し
、
羅
須
地
人
協
会
の
活

動
を
行
っ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
人
口
に
膳
表
し
た
「
一
〇
八
二
〔
あ
す
こ

の
田
は
ね
え
〕
」
（
生
前
発
表
形
題
名
「
稲
作
挿
話
（
未
定
稿
）
」
）
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
農
家
の
人
に
立
ち
交
じ
り
、
農
作
業
と
自
然
と
そ
こ
に
お
け
る
自

己
の
立
場
を
表
現
し
た
詩
が
多
く
含
ま
れ
る
。
ま
た
第
三
集
所
収
の
テ
ク
ス
ト

は
、
そ
の
多
く
が
そ
れ
に
先
立
つ
「
詩
ノ
ー
ト
」
に
初
期
形
が
認
め
ら
れ
、
さ

ら
に
そ
れ
以
後
も
改
稿
さ
れ
て
行
く
も
の
で
、
第
二
集
と
並
ん
で
書
き
換
え
が

非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
、
杉
浦
静
（
1
0
）
・

木
村
東
吉
（
1
1
）
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
第
三
集
は
一
九
三
一
年
・
昭
和
六
年
頃

に
、
よ
り
発
展
的
に
編
集
の
構
想
が
改
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
こ
で
は
詩
集
論
、
詩
集
構
想
論
で
は
な
く
、

取
り
上
げ
て
、
賢
治
的
ス
タ
イ
ル
の
一
角
に
あ
る
、

ッ
ク
ス
の
問
題
を
論
じ
て
み
る
。

高
々
三
編
の
テ
ク
ス
ト
を

テ
ク
ス
ト
生
成
と
パ
ラ
ド

（
1
）
「
一
〇
ニ
ニ
　
　
ニ
昨
年
四
月
来
た
と
き
は
〕
」

　
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
「
一
〇
二
二
　
〔
一
昨
年
四
月
来
た
と
き
は
〕
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
五
種
類
の
草
稿
が
あ
り
、
改
稿
の
過
程
で
二
つ
の

テ
ク
ス
ト
が
合
体
さ
れ
、
後
に
ま
た
分
離
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
プ
ロ
セ
ス
を

た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
一
〇
二
二
」
の
下
書
稿
0
は
次
の
よ
う
な
本
文
で
あ

る
（
1
2
）
。

一
〇
二
二

根
を
裁
り

芽
を
裁
り

　
　
　
　

朝
日
［
P
↓
と
］
風
と

　
　
　
〔

春
耕
節
の
鶏
の
声

（
一
行
ア
キ
）

土
の
塊
り
は
い
ち
い
ち
に
影

九

八；

￥

四
￥

￥

一6一



三
れ
つ
青
ら
む
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
と

青
ぞ
ら
ひ
か
れ
ば

聖
重
挽
馬
が

［
は
た
け
の
中
に
手
伝
ひ
に
来
て
立
つ
て
ゐ
る
↓
い
つ
か
こ
っ
そ
り
／
〔
わ

た
く
し
の
↓
⑳
〕
う
し
ろ
の
は
た
け
に
立
っ
て
ゐ
る
］

そ
の
ま
っ
白
な
脚
毛

　
こ
こ
で
は
、
四
月
の
最
初
の
農
作
業
へ
の
着
手
の
時
期
を
「
春
耕
節
」
と
し

て
明
記
し
、
そ
の
雰
囲
気
を
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
「
聖
重
挽
馬
」
と
い
っ
た
厳
粛

な
語
彙
を
用
い
て
聖
化
し
て
い
る
。
馬
の
脚
毛
の
白
さ
は
、
長
い
冬
が
よ
う
や

く
去
り
、
こ
れ
か
ら
半
年
の
間
繰
り
広
げ
ら
れ
る
大
地
と
農
民
と
の
間
の
格
闘

を
厳
か
に
予
兆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
馬
が
「
い
つ
か
こ
っ
そ
り

／
う
し
ろ
の
は
た
け
に
立
っ
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
節
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
「
わ

た
く
し
」
も
そ
の
晴
れ
や
か
で
厳
粛
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆

す
る
よ
う
で
も
あ
る
。
「
一
九
二
七
・
四
＼
一
・
」
に
着
想
を
得
た
と
思
わ
れ
る

こ
の
「
一
〇
二
二
」
の
系
列
が
、
「
一
九
二
七
￥
五
￥
一
￥
」
の
日
付
を
持
つ
』

〇
五
ニ
　
ド
ラ
ビ
ダ
風
」
の
系
列
と
結
合
さ
れ
る
。
結
合
前
の
コ
〇
五
二
」

系
列
の
下
書
稿
四
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

生
温
い
南
の
風
が

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

川
を
遡
っ
て
［
（
数
文
字
不
明
）
↓
や
っ
て
き
て
］

き
み
の
か
つ
ぎ
を
ひ
る
が
へ
し

［
（
一
行
不
明
）
↓
ま
た
そ
の
人
の
頬
を
吹
く
］

紺
紙
の
雲
に
日
が
熱
し

川
が
鉛
と
銀
と
を
な
が
し

楊
の
花
芽
崩
れ
る
な
か
に

き
み
は
次
々
畦
を
掘
り

人
は
尊
い
供
物
の
や
う
に

牛
糞
を
捧
げ
て
来
れ
ば

風
は
下
流
か
ら
吹
い
て
吹
い
て

［
（
一
行
不
明
）
↓
去
年
の
ち
が
や
も
か
さ
か
さ
鳴
り
］

キ
ャ
ベ
ヂ
の
苗
は
萎
れ
て
そ
よ
ぐ

　
　
チ
ー
ゼ
ル

　
　
ダ
イ
ア
デ
ム

　
　
緑
金
い
ろ
の
地
し
ば
り
の
蔓

　
　
［
（
む
か
し
ベ
ッ
サ
ー
ン
タ
ラ
大
王
が

　
　
　
　
そ
の
行
を
了
へ
て
林
に
入
れ
ば

　
　
　
　
木
は
み
な
枝
を
垂
れ
下
げ
た
）
↓
⑳
］

風
は
白
い
砂
を
吹
い
て
吹
い
て

も
う
い
く
つ
の
小
さ
な
砂
丘
が
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畑
の
な
か
に
で
き
た
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
汗
と
戦
懐

牛
糞
に
集
る
緑
青
い
ろ
の
蝿

　
な
ぜ
二
つ
の
系
列
の
結
合
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
「
一
〇
五
二
」
系
列
で
は
、

一
月
ほ
ど
遅
れ
て
風
は
生
温
く
、
日
が
熱
し
、
汗
も
流
れ
る
時
期
に
移
り
変
わ

っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
キ
ャ
ベ
ジ
畑
の
耕
作
が
、
イ
ン
ド
の
由
緒
あ
る
民
族

で
あ
る
「
ド
ラ
ビ
ダ
」
や
、
あ
る
い
は
釈
迦
の
前
世
に
お
け
る
別
名
で
あ
っ
た

「
ベ
ッ
サ
ー
ン
タ
ラ
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
、
聖
な
る
事
業
と
し
て

静
か
に
称
揚
さ
れ
る
点
で
は
、
「
一
〇
二
二
」
の
系
列
と
同
断
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
農
業
と
自
然
へ
の
賛
歌
と
い
う
点
で
、
二
つ
の
系
列
が
共
通
の
根
を
有
し

て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
二
つ
の
系
列
が
合
体
さ
れ
る
下
書
稿
㊨
の
段
階
で
、
こ
れ
ら
の

内
容
の
前
後
に
、
実
に
そ
の
内
容
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
る
枠
組
が
付
け
加

え
ら
れ
る
に
至
る
。
そ
れ
は
、
冒
頭
の
』
昨
年
四
月
来
た
と
き
は
」
と
、
末

尾
の
「
そ
し
て
そ
の
夏
あ
の
恐
ろ
し
い
旱
麩
が
来
た
」
と
、
こ
の
た
っ
た
二
行

に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
の
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。

一
昨
年
四
月
来
た
と
き
は
、

き
み
は
重
た
い
唐
鍬
を
ふ
る
ひ
、

〔
蕗
〕
の
根
を
と
っ
た
り

墓
を
戴
っ
た
り

朝
日
に
翔
け
る
雪
融
の
風
や

そ
ら
は
い
っ
ぱ
い
の
鳥
の
声
で

［
…
］

人
は
尊
い
供
物
の
や
う
に

牛
糞
を
捧
げ
て
来
れ
ば

風
は
下
流
か
ら
吹
い
て
吹
い
て

キ
ャ
ベ
ヂ
の
苗
は
わ
づ
か
に
萎
れ

風
は
白
い
砂
を
吹
い
て
吹
い
て

も
う
い
く
つ
も
の
小
さ
な
砂
丘
を

畑
の
な
か
に
つ
く
っ
て
ゐ
た

そ
し
て
そ
の
夏
あ
の
恐
ろ
し
い
旱
魅
が
来
た

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
農
業
と
自
然
へ
の
賛
歌
と
い
う
初
期
形
の
主
調
音
は
、
聖

な
る
懸
命
の
農
作
業
に
よ
っ
て
も
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
な
い
自
然
の
厳
し
さ

に
よ
っ
て
か
き
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
初
期
形
が
直
線
的
な
賛
歌
で
あ
っ
た

も
の
が
、
最
終
形
で
は
、
単
純
に
肯
定
も
否
定
も
で
き
ぬ
、
両
義
的
な
緊
張
状

態
に
被
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩
の
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に

こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
刻
印
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
こ
の
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テ
ク
ス
ト
の
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
も
、
全
体
と
し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的

で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
「
一
昨
年
四

　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

月
来
た
と
き
に
は
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
、
今
年
も
ま
た
「
来
た
」
の
に
違
い

な
い
の
だ
が
、
そ
し
て
そ
の
二
年
間
の
経
過
を
、
意
味
論
的
に
も
形
成
論
的
に

も
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
受
け
持
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
一
昨
年
の
四
月
と

夏
の
様
子
は
描
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
現
在
、
目
の
前
に
広
が
っ
て
い
る
光

景
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
P
　
そ
れ
は
、
実
は
完
全
に
ゼ
ロ
記
号
と
な

っ
て
語
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
後
も
改
稿
は

続
け
ら
れ
、
「
第
三
集
補
遺
」
の
「
〔
生
温
い
南
の
風
が
〕
」
の
本
文
は
、
「
一
〇

五
二
」
の
系
列
の
語
彙
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
徹
底
的
な
手
入
れ
の
結
果
、

多
く
の
言
葉
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
何
か
す
り
切
れ
て
し
ま
っ
た
テ
ク
ス
ト
の
よ

う
に
す
ら
見
え
る
。

生
温
い
南
の
風
が

川
を
遡
っ
て
や
っ
て
く
る
〔
〕

紺
紙
の
雲
に
は
日
が
熟
し

川
は
鉛
と
銀
と
を
な
が
す
〔
〕

風
は
白
い
砂
を
吹
い
て
吹
い
て

も
う
い
く
つ
も
の
小
さ
な
砂
丘
を

〔
畑
の
な
か
に
つ
く
っ
て
ゐ
る
〕

　
賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

　
こ
こ
に
は
も
は
や
、
賛
歌
も
そ
の
否
定
も
な
い
。
わ
び
・
さ
び
と
で
も
言
う

べ
き
、
祭
が
終
わ
っ
た
後
の
枯
淡
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ

の
祭
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
テ
ク
ス
ト
の
祭
で
あ
り
、
推
敲
の
祭
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
系
列
の
テ
ク
ス
ト
生
成
は
、
余
り
に
も
変
化
が

大
き
く
、
全
体
と
し
て
容
易
に
そ
の
像
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
2
）
「
一
〇
二
一
　
和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く
」

　
同
様
の
現
象
は
、
「
一
〇
二
一
　
和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く
」
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
。
四
つ
の
現
存
稿
の
う
ち
、
下
書
稿
O
で
は
、
高
温
・
高
湿
度
の

た
め
に
生
育
過
多
と
な
っ
た
後
、
七
日
間
続
い
た
雨
の
た
め
稲
熱
病
の
斑
点
が

出
来
た
り
、
大
害
虫
で
あ
る
ニ
カ
メ
イ
ガ
の
幼
虫
ズ
イ
ム
シ
に
や
ら
れ
る
稲
が

出
て
き
た
が
、
そ
こ
に
和
風
が
吹
い
て
冷
却
さ
れ
、
乾
燥
さ
れ
て
救
わ
れ
る
、

と
い
う
内
容
で
あ
る
。

一
〇
八
三

南
か
ら
ま
た
西
南
か
ら

和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く

一
九
二
七
￥
七
・
一
四
￥
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七
日
に
亘
る
強
い
雨
か
ら

徒
長
に
過
ぎ
た
稲
を
波
立
て

葉
ご
と
の
暗
い
露
を
落
し
て

和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く

こ
の
七
月
の
な
か
ば
の
う
ち
に

十
二
の
赤
い
朝
焼
け
と

　
　
　

湿
［
気
↓
⑭
］
度
九
〇
の
六
日
を
数
へ

　
　
〔
．

［
気
温
の
異
常
な
↓
（
襯
喋
媚
灌
）
異
常
な
気
温
の
］
高
さ
と
霧
［
が
↓
⑳
］

と多
く
の
稲
は
秋
近
い
ま
で
伸
び
過
ぎ
た

　
　
　
　

そ
の
［
P
↓
茎
］
は
み
な
弱
く
軟
ら
か
く

　
　
　
〔

小
暑
の
な
か
に
枝
垂
れ
葉
を
出
し

明
け
ぞ
ら
の
赤
い
破
片
は
雨
に
運
ば
れ

あ
ち
こ
ち
に
稲
熱
の
斑
点
も
つ
く
り

ず
ゐ
虫
は
葉
を
黄
い
ろ
に
伸
ば
し
た

［
…
］

▼乾
か
さ
れ
堅
め
ら
れ
た
葉
と
茎
は

　
マ
マ

冷
で
の
強
い
風
に
な
ら
さ
れ

oryza
satlva

　よ

［
見
↓
稲
］
と
も
見
え
ぬ
ま
で

こ
＞
を
キ
ル
ギ
ス
噴
原
と
見
せ
る
ま
で

和
風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く

　
右
に
対
し
て
鉛
筆
で
次
の
手
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
▼
の
位
置
に
）

あ
＞
さ
わ
や
か
な
蒸
散
と

　
　
　
サ
ッ
プ

透
明
な
汁
液
の
転
移

　
シ
リ
カ
　

ホ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ホ
ス
　
　
　
シ
リ
カ

［
珪
酸
と
燐
〔
③
↓
酸
》
と
↓
燐
酸
と
珪
酸
〔
と
↓
⑳
〕

（
翫
肋
淳
睦
鞭
伽
置
鞠
轍
鋼
蝦
蜷
）
］
の
吸
収
に

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

細
胞
膜
の
堅
い
結
束

　
和
風
と
は
、
0
か
ら
1
2
ま
で
あ
る
風
力
の
等
級
の
う
ち
、
風
力
4
に
あ
た
り
、

地
上
一
〇
m
で
風
速
五
・
五
m
か
ら
七
・
九
m
と
い
う
か
ら
、
け
っ
こ
う
強
い

風
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
和
風
の
力
は
「
キ
ル
ギ
ス
暖
原
」
と
い
う
語
彙
に
よ
っ

て
格
上
げ
さ
れ
、
称
賛
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
下
書
稿
O
へ
の
手
入
れ
で

は
、
蒸
散
・
転
移
・
吸
収
な
ど
、
植
物
の
生
体
の
機
能
の
分
析
が
付
け
加
え
ら

れ
、
気
象
現
象
と
生
命
体
と
の
呼
応
が
強
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
下
書
稿
ω
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は
短
い
書
き
か
け
で
、
下
書
稿
日
は
下
書
稿
e
の
手
入
れ
結
果
を
き
ち
ん
と
清

書
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
問
題
は
下
書
稿
四
で
あ
る
。
宮
澤
賢
治
の
推

敲
に
は
、
最
初
に
右
と
言
え
ば
次
は
左
、
白
が
出
れ
ば
次
は
黒
と
い
う
よ
う
に
、

必
ず
主
張
の
異
な
る
言
葉
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ス
ト
レ
ー
ト
に
断
言
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
こ
の
点
は

重
要
な
特
徴
で
は
な
か
ろ
う
か
。

［
…
］

十
二
の
赤
い
朝
焼
け
と

湿
度
九
〇
の
六
日
を
数
へ

稲
は
次
々
穂
を
［
出
し
な
が
ら
↓
出
し
な
が
ら
］

茎
桿
弱
く
徒
長
し
て

［
つ
い
に
↓
し
か
も
］
次
第
に
結
実
す
れ
ば

つ
い
に
昨
日
の
雷
雨
に
耐
え
ず

［
村
村
に
相
当
肥
料
を
↓
お
よ
そ
相
当
施
肥
を
］
も
加
へ

や
が
て
の
明
る
い
目
標
を

作
ら
う
と
し
た
程
度
の
稲
は

次
か
ら
次
へ
と
倒
れ
て
し
ま
ひ

こ
＞
に
は
［
い
ち
↓
⑳
］
雨
の
し
ぶ
き
の
な
か
に

と
む
ら
ふ
や
う
な
冷
た
い
霧
が

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

　
　
　
　
　
　
　

倒
れ
た
稲
を
［
覆
↓
⑳
］
被
っ
て
ゐ
た

　
　
　
　
　
　
〔

［
③
↓
し
か
も
わ
た
く
し
は
予
期
し
て
ゐ
た
の
で

や
が
て
の
直
り
を
云
は
う
と
し
て

き
み
の
形
を
求
め
た
け
れ
ど
も
］

き
み
は
わ
た
く
し
の
姿
を
さ
け

［
わ
た
く
し
も
き
み
の
形
を
さ
け
て
↓
雨
は
い
よ
い
よ
降
り
つ
の
り
］

［
…
］

さ
う
し
て
ど
う
だ

今
朝
黄
金
の
薔
薇
東
は
ひ
ら
け

雲
の
の
ろ
し
は
つ
ぎ
つ
ぎ
の
ぼ
り

高
圧
線
も
ご
ろ
ご
ろ
鳴
れ
ば

澱
ん
だ
霧
も
は
る
か
に
翔
け
て

見
給
へ
た
う
た
う
稲
穂
は
起
き
た

ま
っ
た
く
の
い
き
も
の
の
や
う
に

ま
っ
た
く
の
精
巧
な
機
械
の
や
う
に

稲
が
そ
ろ
っ
て
起
き
て
ゐ
［
る
↓
て
］

［
…
］

　
下
書
稿
四
の
段
階
で
、

活
動
が
失
敗
し
た
こ
と
、

施
肥
を
行
い
目
標
を
達
し
よ
う
と
し
た
農
業
改
良
の

ま
た
農
民
と
思
わ
れ
る
「
き
み
」
と
の
関
係
と
し
て
、
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「
し
か
も
わ
た
く
し
は
予
期
し
て
ゐ
た
の
で
／
や
が
て
の
直
り
を
云
は
う
と
し

て
／
き
み
の
形
を
求
め
た
け
れ
ど
も
］
／
き
み
は
わ
た
く
し
の
姿
を
さ
け
／
［
わ

た
く
し
も
き
み
の
形
を
さ
け
て
］
」
と
い
う
一
節
が
現
れ
、
そ
し
て
抹
消
さ
れ
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
施
肥
の
失
敗
に
つ

い
て
は
、
次
の
「
一
〇
八
八
　
〔
も
う
は
た
ら
く
な
〕
」
と
い
う
、
お
よ
そ
逆
の

状
況
を
う
た
っ
た
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
中
心
に
据
え
ら
れ
、
ま
た
「
き
み
は

わ
た
く
し
の
姿
を
さ
け
」
は
、
例
の
「
ほ
ん
た
う
に
お
れ
が
見
え
る
の
か
」
や

「
わ
た
く
し
と
は
な
す
の
を
／
な
に
か
大
へ
ん
は
ば
か
つ
〔
て
〕
ゐ
る
」
と
通

じ
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
下
書
稿
四
も
結
末
で
は
「
ま
っ
た
く
の
精
巧
な
機
械
の
や

う
に
／
稲
が
そ
ろ
っ
て
起
き
て
ゐ
」
と
、
和
風
の
力
の
称
賛
で
閉
じ
ら
れ
、
さ

ら
に
最
終
形
で
は
、
こ
の
末
尾
の
一
節
が
冒
頭
へ
と
昇
格
し
、
「
た
う
た
う
稲
は

起
き
た
／
ま
っ
た
く
の
い
き
も
の
／
ま
っ
た
く
の
精
巧
な
機
械
」
と
い
う
有
名

な
書
き
出
し
へ
と
前
面
化
さ
れ
る
。

た
う
た
う
稲
は
起
き
た

ま
っ
た
く
の
い
き
も
の

ま
っ
た
く
の
精
巧
な
機
械

稲
が
そ
ろ
っ
て
起
き
て
ゐ
る

［
…
］

つ
い
に
昨
日
の
は
げ
し
い
雨
に

次
か
ら
次
へ
と
倒
れ
て
し
ま
ひ

う
へ
に
は
雨
の
し
ぶ
き
の
な
か
に

と
む
ら
ふ
や
う
な
つ
め
た
い
霧
が

倒
れ
た
稲
を
被
っ
て
ゐ
た

あ
＞
自
然
は
あ
ん
ま
り
意
外
で

そ
し
て
あ
ん
ま
り
正
直
だ

［
…
］

十
に
一
つ
も
起
き
れ
ま
い
と
思
っ
て
ゐ
た
も
の
が

わ
づ
か
の
苗
の
つ
く
り
方
の
ち
が
ひ
や

燐
酸
の
や
り
方
の
た
め
に

今
日
は
そ
ろ
っ
て
み
な
起
き
て
ゐ
る

［
…
］

あ
＞
わ
れ
わ
れ
は
暇
野
の
な
か
に

芦
と
も
見
え
る
ま
で
逞
ま
し
く
さ
や
ぐ
稲
田
の
な
か
に

素
朴
な
む
か
し
の
神
々
の
や
う
に

べ
ん
ぶ
し
て
も
べ
ん
ぶ
し
て
も
足
り
な
い

　
し
か
し
な
が
ら
、
推
敲
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
肥
料
の
失
敗
や
人
間
関
係

の
失
調
の
暗
い
影
を
か
い
ま
見
せ
ら
れ
た
読
者
と
し
て
は
、
「
あ
＞
自
然
は
あ
ん
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ま
り
意
外
で
／
そ
し
て
あ
ん
ま
り
正
直
だ
」
と
い
う
自
然
へ
の
称
賛
、
「
十
に
一

つ
も
起
き
れ
ま
い
と
思
っ
て
ゐ
た
も
の
が
／
わ
づ
か
の
苗
の
つ
く
り
方
の
ち
が

ひ
や
／
燐
酸
の
や
り
方
の
た
め
に
／
今
日
は
そ
ろ
っ
て
み
な
起
き
て
ゐ
る
」
と

い
う
人
知
を
越
え
た
蓋
然
的
な
何
物
か
の
示
唆
な
ど
は
、
余
り
に
も
素
朴
に
過

ぎ
、
少
な
く
と
も
「
む
か
し
の
神
々
の
や
う
に
」
は
手
を
叩
い
て
喜
ぶ
わ
け
に

は
行
か
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
目
的
論
的
な
推
敲
、
逐
次
形
に
お
け
る
そ
の

都
度
の
完
成
、
そ
し
て
最
終
的
な
定
稿
作
成
な
ど
の
よ
う
な
一
般
的
な
テ
ク
ス

ト
生
成
方
式
に
関
す
る
理
解
が
、
宮
澤
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
読
者
は
、
そ
の
都
度
の
単
一
の
本

文
で
は
な
く
、
推
敲
の
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
流
動
す
る
テ
ク
ス
ト
現
象
の
総

体
を
相
手
に
す
る
以
外
に
な
い
。
そ
の
流
動
は
、
』
〇
二
一
」
系
列
に
お
い
て

は
、
少
な
か
ら
ぬ
矛
盾
・
対
立
を
内
に
宿
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
和
風
の
詩
は
、
「
詩
ノ
ー
ト
」
で
は
「
一
〇
八
三
　
一
九
二

七
・
七
￥
一
四
・
」
の
番
号
日
付
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
（
ち
な
み
に
そ
の
前
の

「
一
〇
八
二
　
七
￥
一
〇
」
の
詩
は
、
あ
の
「
〔
あ
す
こ
の
田
は
ね
え
〕
」
で
あ

る
。
）
そ
れ
が
下
書
稿
（
四
）
で
、
ま
ず
「
一
〇
八
三
　
八
￥
二
〇
￥
」
と
当
初

書
か
れ
た
後
、
手
入
れ
で
「
一
〇
二
一
」
と
改
め
ら
れ
た
。
「
詩
ノ
ー
ト
」
の
「
一

〇
二
一
」
は
第
三
集
に
は
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
番
号
を
入
れ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
（
第
三
集
の
コ
〇
二
二
」
は
、
先
の
「
〔
一
昨
年
来
た
と
き

は
〕
」
で
あ
る
。
）
詩
番
号
の
問
題
は
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
全

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

般
的
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
荷
が
重
す
ぎ
る
。
た
だ
し
、
「
七
・
一
四
￥
」
が
「
八
￥

二
〇
￥
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
〇
八
八
　
〔
も
う
は
た
ら
く
な
〕
」

コ
○
八
九
　
〔
二
時
が
こ
ん
な
に
暗
い
の
は
〕
」
「
一
〇
九
〇
　
　
〔
何
を
や
っ

て
も
間
に
合
は
な
い
〕
」
の
三
編
と
同
じ
日
付
と
さ
れ
た
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る

と
い
う
見
方
は
示
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
着
想
の
起
源
が
、
内
容
の
方

向
性
と
し
て
は
百
八
十
度
逆
向
き
の
』
○
八
八
」
や
、
「
一
〇
九
〇
」
ま
で
の

暗
馨
な
詩
編
と
同
じ
く
設
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、
む
し
ろ
対
比
の
感
覚
、

広
い
意
味
で
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
感
覚
が
感
じ
ら
れ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
「
一
〇
二
一
」
と
「
一
〇
八
八
」
は
、
ほ
ぼ
正

反
対
と
言
っ
て
も
よ
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
二
編
の
間
に
あ
る

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
極
め
て
強
い
の
で
あ
る
。

（
3
）
「
一
〇
八
八
　
　
〔
も
う
は
た
ら
く
な
〕
」

　
さ
て
、
そ
の
「
一
〇
八
八
　
〔
も
う
は
た
ら
く
な
〕
」
で
あ
る
が
、
最
終
形
で

は
、
「
も
う
は
た
ら
く
な
／
レ
ー
キ
を
投
げ
ろ
」
と
い
う
、
有
名
な
命
令
文
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。

一
〇
八
八

〔
も
う
は
た
ら
く
な
〕

　
　
　
　
　
一
九
二
七
￥
八
￥
二
〇
￥
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も
う
は
た
ら
く
な

レ
ー
キ
を
投
げ
ろ

こ
の
半
月
の
曇
天
と

今
朝
の
は
げ
し
い
雷
雨
の
た
め
に

お
れ
が
肥
料
を
設
計
し

責
任
の
あ
る
み
ん
な
の
稲
が

次
か
ら
次
へ
と
倒
れ
た
の
だ

働
く
こ
と
の
卑
怯
な
と
き
が

工
場
に
ば
か
り
あ
る
の
で
な
い

こ
と
に
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
は
た
ら
い
て

不
安
を
ま
ぎ
ら
か
さ
う
と
す
る
、

卑
し
い
こ
と
だ

［
…
］

さ
あ
一
ぺ
ん
帰
っ
て

測
候
所
へ
電
話
を
か
け

す
っ
か
り
ぬ
れ
る
支
度
を
し

［
…
］

一
人
ず
つ
ぶ
っ
つ
か
っ
て

火
の
つ
い
た
や
う
に
は
げ
ま
し
て
行
け

ど
ん
な
手
段
を
用
ひ
て
も

　
償
す
る
と
答
へ
て
あ
る
け

　
こ
れ
は
自
分
の
肥
料
設
計
が
失
敗
し
た
た
め
に
、
働
く
の
を
や
め
、
帰
っ
て

仕
度
を
し
て
、
被
害
を
受
け
た
農
民
た
ち
に
弁
償
し
て
歩
け
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
自
己
命
令
の
類
だ
ろ
う
。
「
も
う
働
く
な
」
の
語
句
は
四
つ
の
現
存

稿
の
う
ち
下
書
稿
口
か
ら
、
「
レ
ー
キ
を
す
て
ろ
」
は
下
書
稿
四
か
ら
現
れ
、
さ

ら
に
「
第
三
集
補
遺
」
の
関
連
作
品
で
あ
る
「
〔
降
る
雨
は
ふ
る
し
〕
」
で
も
踏

襲
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
候
や
自
然
条
件
に
左
右
さ
れ
る
農
業
は
、
常
に
大

き
な
リ
ス
ク
を
負
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
肥
料
設
計
者
が
そ
の
リ
ス
ク

を
全
面
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
の
は
行
き
過
ぎ
の
感
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ

の
心
情
は
偽
り
で
は
な
い
に
せ
よ
、
何
か
、
作
り
物
め
い
て
い
る
憾
み
も
な
い

で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
初
期
形
に
遡
っ
て
み
る
と
、
下
書
稿
e
に
は
損
失
補
填
の
話
は
一
切

出
て
こ
な
い
。

［
春
は
↓
㊥
］

あ
っ
ち
の
稲
も
こ
っ
ち
の
稲
も
み
ん
な
倒
れ
た

お
れ
は
不
安
を
ま
ぎ
ら
す
た
め
に

こ
ん
な
に
雨
［
の
↓
⑳
］
に
　
働
い
て
ゐ
る
［
の
だ
↓
⑳
］

［
…
］
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西
に
［
あ
た
ら
し
い
↓
は
黒
い
］
死
［
の
↓
⑳
］
が
浮
き
あ
が
る

［
そ
れ
は
春
に
は
↓
〔
あ
＞
↓
⑳
〕
春
に
は
／
春
に
は
そ
れ
は
］
［
変
↓
⑳
］

恋
愛
［
◎
↓
自
身
］
だ
っ
た
で
な
い
か
（
⑳
即
塾
紮
鷲
、
匝
、
触
糎
）

（
二
行
ア
キ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
れ
［
も
↓
は
］
何
と
い
ふ
［
臼
↓
（
鴻
ゆ
駆
）
↓
⑳
］
憶
病
だ

夜
明
け
の
雨
が
あ
ち
こ
ち
稲
を
倒
し
た
た
め
に
（
収
こ
瞭
）

　
稲
が
倒
れ
た
た
め
に
、
お
れ
は
不
安
を
紛
ら
そ
う
と
雨
の
中
働
い
て
い
る
。

今
は
恐
ろ
し
い
雨
だ
が
、
春
に
は
生
命
に
恵
み
を
も
た
ら
す
「
恋
愛
自
身
」
で

あ
っ
た
。
こ
の
「
恋
愛
自
身
」
と
い
う
語
彙
は
最
終
形
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る

が
、
「
一
〇
三
〇
　
春
の
雲
に
関
す
る
あ
い
ま
い
な
る
議
論
　
一
九
二
七
￥
四
￥

五
・
」
に
現
れ
る
「
あ
れ
こ
そ
恋
愛
そ
の
も
の
な
の
だ
」
の
一
節
と
響
き
合
う

だ
ろ
う
。
校
訂
者
が
「
い
っ
た
ん
は
こ
こ
ま
で
で
成
立
し
て
い
た
か
」
と
記
す

通
り
、
当
初
は
不
安
を
紛
ら
す
労
働
そ
の
も
の
に
重
点
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
二
行
ア
キ
」
の
後
、
「
お
れ
は
何
と
い
ふ
臆
病
だ
」
と
い
う
自
己

卑
下
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
下
書
稿
O
は
中
断
し
て
い
る
が
、
下
書

稿
（
二
）
は
、
「
何
と
い
ふ
お
れ
は
憶
病
者
だ
」
と
い
う
書
き
出
し
と
な
り
、
臆

病
の
コ
ー
ド
が
前
景
化
さ
れ
る
も
の
の
、
し
か
し
全
体
は
そ
れ
ほ
ど
変
え
ら
れ

て
い
な
い
。
不
安
を
紛
ら
す
労
働
が
、
対
象
化
さ
れ
て
臆
病
者
の
仕
業
と
と
ら

え
直
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

　
し
か
し
、
下
書
稿
匂
に
至
っ
て
、
そ
れ
は
突
出
し
て
強
化
さ
れ
、
働
く
こ
と

は
卑
怯
だ
、
謝
罪
し
て
弁
償
し
ろ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
以
後
こ
の
傾
向
は

最
終
形
ま
で
一
貫
し
て
続
い
て
ゆ
く
。

…
…
ぢ
し
ば
り
の
蔓
…
…

　
　
も
う
働
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
働
く
こ
と
が
却
っ
て
卑
怯
な
と
き

［
が
↓
も
］
あ
る

［
…
］

　
穫
れ
な
い
分
は
　
償
す
る
と
［
云
っ
て
↓
⑳
］
答
へ
て
あ
る
け

　
死
ん
で
と
れ
る
保
険
金
を
そ
の
人
た
ち
に
ぶ
っ
つ
け
て
あ
る
け

　
こ
の
よ
う
な
不
安
・
臆
病
・
卑
怯
・
弁
償
と
い
う
ト
ー
ン
ア
ッ
プ
は
、
何
か

自
己
鱈
晦
の
繰
り
返
し
の
よ
う
に
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
不
安
な
の
は
臆
病
だ
か

ら
だ
、
い
や
臆
病
な
だ
け
で
な
く
卑
怯
だ
、
卑
怯
だ
と
思
う
な
ら
弁
償
し
ろ
、

そ
れ
な
ら
死
ん
で
償
え
、
と
畳
み
か
け
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
言
葉
と
し
て
は

相
手
の
農
民
を
思
い
や
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
結
局
、
自
分
の
失
敗

を
何
と
か
補
償
し
自
己
救
済
し
よ
う
と
す
る
こ
と
の
連
続
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
弁
償
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
臆
病
だ
、
卑
怯
だ
、
弁
償
し
ろ
と
強

い
言
葉
で
発
話
す
る
こ
と
こ
そ
、
最
初
に
あ
っ
た
、
不
安
を
紛
ら
わ
せ
る
行
為

一15一



山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
五
巻
第
四
号

そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
言
葉
が
メ
ッ

セ
ー
ジ
内
容
を
裏
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

の
匂
い
を
か
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
終
稿
じ
た
い
も
、
働
く
こ
と
の
理
と
非
、
自
然
の
猛
威
と
恋
愛
、
肥
料
設

計
の
責
任
と
そ
の
失
敗
と
い
う
具
合
に
、
対
立
的
な
要
素
を
主
軸
と
し
て
構
築

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
対
立
的
構
造
の
中
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
失
敗
と
言
っ
て

も
、
肥
料
設
計
や
、
ひ
い
て
は
農
業
労
働
が
基
本
的
に
価
値
あ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ

れ
な
ら
ば
農
業
な
ど
や
め
て
し
ま
え
と
は
決
し
て
言
え
な
い
と
い
う
拘
束
力
が

働
い
て
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
単
純
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
く
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

的
な
屈
折
に
よ
っ
て
染
め
上
げ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
推

敲
過
程
も
、
今
し
が
た
見
た
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
と
さ
ら
に
同
じ
日
付
を
与
え
ら
れ
た
「
和

風
は
河
谷
い
っ
ぱ
い
に
吹
く
」
と
こ
の
詩
を
並
べ
て
読
み
、
し
か
も
い
ず
れ
も

生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
背
後
に
抱
え
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
い
き

お
い
、
宮
澤
賢
治
テ
ク
ス
ト
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性
は
、
顕
著
で
あ
り
、
か
つ
二

重
三
重
に
錯
綜
し
た
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
以
上
、
三
つ
の
詩
の
み
に
限
っ
て
の
分
析
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
ま
ず
ま
と
め

て
み
よ
う
。
宮
澤
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
じ
た
い
が
両
義
的
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

的
で
あ
る
と
同
時
に
、
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
も
ま
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
満
ち
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
稿
の
第
一
の
結
論
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
好
天
・
悪
天
、
好
調
・
不
調
の
振
幅
は
人
間
と
自
然
の
な
ら
い
で
あ

る
か
ら
、
宮
澤
は
そ
の
両
様
相
を
、
意
味
論
的
・
生
成
論
的
に
表
現
し
た
の
だ

と
楽
天
的
に
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
賢
治
研
究
に
お
い
て
様
々

な
専
門
分
野
か
ら
、
「
賢
治
文
学
は
○
○
だ
」
式
の
様
々
な
紋
切
型
の
定
式
化
が

行
わ
れ
て
き
た
歴
史
に
照
ら
し
て
、
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
、
決
し
て
ス
ト

レ
ー
ト
に
○
○
だ
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
彩
ら
れ
て
い
る

と
言
う
こ
と
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
定
式
化
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
次
々
と
新
た
な
面
が
開
削
さ
れ
、
汲
み
尽
く
せ
な
い
源
泉
と

な
っ
て
い
る
状
況
の
基
礎
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
豊
か
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
性
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
続
い
て
さ
ら
に
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
意
義
に
つ

い
て
集
約
し
て
み
た
い
。

3

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　
近
年
、
宮
澤
文
芸
を
映
画
な
ど
の
視
覚
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
連
か
ら
見
直
す
研

究
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
。
奥
山
文
幸
は
、
「
映
画
に
お
け
る
ほ
ど
、
科
学
技

術
の
応
用
と
芸
術
的
価
値
が
結
合
す
る
表
現
手
段
は
ま
れ
で
あ
る
が
、
賢
治
の

《
心
象
ス
ケ
ッ
チ
》
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
科
学
的
分
析
の
視
点
（
カ
メ
ラ
の
視
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点
に
ほ
ぽ
等
し
い
）
と
芸
術
的
創
造
が
結
び
付
い
た
表
現
の
一
つ
の
頂
点
と
し

て
映
画
表
現
の
本
質
的
要
素
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
心
象
ス
ケ

ッ
チ
を
「
遠
近
法
的
視
点
を
脱
皮
し
、
視
覚
の
相
互
性
を
ふ
ま
え
た
多
視
点
的

な
手
法
」
を
用
い
た
立
体
派
的
な
ス
タ
イ
ル
と
見
な
し
、
さ
ら
に
時
間
的
契
機

の
介
在
を
も
指
摘
し
て
、
ユ
ニ
ー
ク
な
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
読
み
解
い
て
い

る
（
1
3
）
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
相
矛
盾
す
る
命
題
の
同
居
で
あ
り
、
ま
た
時
間
軸

に
お
け
る
そ
れ
ら
の
命
題
の
継
起
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
奥
山
の
指
摘
し
た
映

画
的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
容
易
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
の
『
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
』
（
一
九
二
五
）
な
ど
に
よ

っ
て
集
大
成
さ
れ
た
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
、
シ
ョ
ッ
ト
を
断
片
化
し
、
本
来
の
コ

ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
引
き
剥
が
し
た
上
で
、
由
来
の
異
な
る
複
数
の
シ
ョ
ッ
ト
を

交
互
に
連
鎖
さ
せ
、
現
実
の
い
か
な
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
も
属
さ
な
い
人
為
的

な
シ
ー
ン
を
構
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
映
画
テ
ク
ス
ト
に
固
有
の
新
た
な
次
元

の
意
味
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
実
験
で
あ
っ
た
。
本
稿
の
結
論
の
第
二
は
、
宮

澤
賢
治
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
映
像
論
的
に
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
単
純
化
す
る
と
、
肯
定
と
否
定
と
の
同
時
存
在

で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
。
何
で
あ
れ
、
脳
天
気
な
直
線
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
そ

れ
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
涯
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
内
部
に
投
入
さ
れ
た
瞬
間
、
元
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。
最
終
的
に
そ
れ
は
、
作
者
で
あ
れ
社
会
で
あ

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村

れ
方
法
論
で
あ
れ
、
ど
こ
に
も
還
元
さ
れ
な
い
浮
遊
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、

そ
こ
に
残
り
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
蛇
足
な
が
ら
、
奥
山
の
論
じ
て
い
る
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
概
念
を
、
『
春
と

修
羅
　
第
三
集
』
に
も
適
用
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
詩
集
の

構
想
を
推
測
す
る
た
め
に
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
資
料
と
し
て
、
宮
澤
の
書
い
た

「
第
三
詩
集
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
詩
法
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
る
。

第
三
詩
集
　
手
法
の
革
命
を
要
す

　
殊
に
凝
集
化
強
く
　
鋭
く

　
　
　
行
を
あ
け

感
想
手
記
　
叫
び
、

　
心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
非
ず

排
す
べ
き
も
の
　
比
喩
、

　
「
手
法
の
革
命
」
の
内
実
は
こ
の
際
措
く
と
し
て
、
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
に
非
ず
」

と
は
い
か
な
る
意
味
な
の
か
。
入
澤
康
夫
（
1
4
）
・
杉
浦
静
（
1
5
）
ら
の
研
究
で

も
既
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
メ
モ
は
、
言
葉
相
互
の
指
示
関
係
が
脆
弱

な
こ
と
に
起
因
す
る
曖
昧
性
を
帯
び
て
い
る
。
「
第
三
詩
集
」
は
「
感
想
手
記
　
叫
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五
巻
第
四
号

び
」
で
あ
る
か
ら
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
は
〈
な
い
〉
と
言
う
の
か
、
そ
れ
と
も
「
感

想
手
記
　
叫
び
」
は
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
は
な
い
か
ら
「
第
三
詩
集
」
が
心
象
ス

ケ
ッ
チ
で
〈
あ
る
〉
た
め
に
は
「
手
法
の
革
命
を
要
す
」
と
言
う
の
か
、
私
の

考
え
で
は
、
そ
れ
は
こ
の
メ
モ
の
範
囲
だ
け
で
は
、
ま
ず
絶
対
に
分
か
ら
な
い
。

指
示
関
係
の
解
釈
次
第
で
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
詩
法
メ
モ
は
、
こ
れ
じ
た
い
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
だ
と
い
う
ほ
か
に
な
い
。

た
だ
し
、
第
三
集
が
心
象
ス
ケ
ッ
チ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
ま
た
心
象
ス

ケ
ッ
チ
な
る
も
の
が
何
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
詩
集
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
モ
ン

タ
ー
ジ
ュ
性
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
指
摘
し
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
映
像
論
か
ら
宮
澤
テ
ク
ス
ト
を
再
評
価
し
た
も
う
一
つ
の
研
究
と

し
て
、
高
橋
世
織
の
も
の
が
あ
る
。
高
橋
の
場
合
は
、
本
稿
と
同
じ
く
推
敲
過

程
に
着
目
し
、
消
し
て
書
く
行
為
そ
の
も
の
を
、
映
像
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
同
じ

も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
旧
来
の
映
画
は
一
般
に
一
秒
あ
た
り
2
4
コ
マ
を
送

る
が
、
コ
マ
と
コ
マ
の
問
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
暗

黒
が
映
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
暗
黒
を
残
像
現
象
が
つ
な
い
で
、
映
像

が
動
い
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
消
し
て
書
く
、
ま
た
消
し
て
書
く

の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
前
に
触
れ
た
、
い
っ
た
ん
完
成
さ
れ
て
全
部
消
し
ゴ
ム

で
消
さ
れ
た
「
癖
露
青
」
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
、
高
橋
は
映
像
の
レ
ト
リ

ッ
ク
と
見
な
す
。
「
こ
の
《
「
消
し
去
る
」
行
為
》
こ
そ
、
賢
治
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
の
根
幹
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
星
雲
状
的
な
賢
治
草
稿
群
や
、

刊
行
本
の
レ
ベ
ル
に
な
っ
て
さ
え
、
お
び
た
だ
し
く
〈
手
〉
を
入
れ
て
、
削
除

し
、
『
消
し
去
る
』
行
為
を
重
ね
つ
づ
け
る
こ
と
の
意
味
合
い
し
（
1
6
）
。
本
稿
の

論
旨
に
引
き
つ
け
て
言
い
換
え
れ
ば
、
「
莚
露
青
」
を
完
成
し
て
か
ら
抹
消
す
る

行
為
は
、
ま
さ
し
く
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
肯
定
と
否
定
と
を
一
挙
に
可
能
に
す
る
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
的
営
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
映
像
表
現
と
の
関
わ
り
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
奥
山
や
高
橋
に
よ
る
映
像
論
的
に
高
水
準
な
論
考
の
中
に
も
、

飽
き
足
り
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
本
稿
の
最
後

の
、
第
三
番
目
の
結
論
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
奥
山
は
最
終
的
に

心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
映
画
的
表
現
が
、
「
共
感
覚
的
思
考
に
よ
っ
て
、
世
界
へ
の
身

体
の
解
放
の
契
機
と
な
る
」
と
評
価
し
た
（
1
7
）
。
ま
た
高
橋
も
宮
澤
の
消
す
行

為
を
「
も
っ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
表
出
行
為
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
プ
ラ

ス
思
考
を
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
（
1
8
）
。
美
し
い
言
葉
が

並
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
上
昇
志
向
に
は
、
い
さ
さ
か
留
保
を
差
し
挟
む
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
も

あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
主
旨
で
あ
っ
た
。
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
な
ん

の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
」
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
何
か

を
楽
し
く
「
解
放
」
し
た
り
、
「
プ
ラ
ス
思
考
」
に
転
換
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
」
ま
ま
に
残
り
続
け
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
映
像
論
の
上
昇
的
思
考
方
法
は
、
か
つ
て
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
が
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
で
主
張
し
た
、
映
画
を
大
衆
の
手

に
芸
術
を
奪
還
さ
せ
て
く
れ
る
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
賛
美
し
た
論
法
に
似

て
い
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
近
く
に
あ
っ
て
も
常
に
遠
く
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

て
い
た
芸
術
の
ア
ウ
ラ
を
消
失
さ
せ
た
複
製
芸
術
は
、
そ
の
代
わ
り
に
、
芸
術

を
大
衆
の
手
元
に
置
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
予
想
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ュ

づ
き
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
映
画
表
現
は
「
こ
れ
ま
で
予
想
も
し
な
か
っ
た
自
由

ピ
　
マ
　
ル
　
ラ
　
ウ
　
ム

な
活
動
の
空
間
を
、
私
た
ち
に
約
束
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
ま
で
述
べ

て
い
た
（
1
9
）
。
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
的
な
も
の
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
呼
び
、
常
に
新
た

な
意
味
を
可
能
に
す
る
媒
体
と
見
な
し
て
い
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
思
考
は
、
メ
ラ

ン
コ
リ
ー
を
重
視
し
た
そ
の
思
想
の
総
体
や
、
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
て
ピ
レ
ネ
ー

山
中
で
自
殺
し
た
そ
の
悲
劇
的
最
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
と
メ
デ
ィ
ア
に
関

し
て
は
比
較
的
に
楽
天
主
義
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
に
お
け
る
協
力
者
で
あ
り
後

継
者
で
あ
っ
た
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
は
、
同
じ
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
対
し
て
、

よ
り
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
的
な
見
方
を
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ア
ド
ル
ノ
の
『
美
の

理
論
』
に
よ
れ
ば
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
は
映
画
や
写
真
に
と
ど
ま
ら
ず
現
代
的
芸

術
の
根
底
に
共
通
に
存
在
す
る
原
理
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
り
出
す
の
は
「
意
味

を
否
定
す
る
芸
術
作
品
」
、
あ
る
い
は
「
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
混
乱

賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
i
中
村

し
て
い
る
と
い
っ
た
作
品
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
（
2
0
）
。
ナ
チ
ス
を
逃
れ
て
ア
メ

リ
カ
に
亡
命
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
場
合
、
大
衆
文
化
は
決
し
て
大
衆
を
自
由
に
す

る
も
の
で
は
な
く
、
「
文
化
産
業
」
と
し
て
批
判
的
に
追
究
す
べ
き
、
支
配
の
別

名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
細
部
と
細
部
、
細
部
と
全
体
と
が
対

立
し
、
統
一
さ
れ
な
い
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
手
法
は
、
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
す
べ

て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
通
じ
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
よ
う
な
混
乱
を
被
っ
た
テ
ク
ス
ト
こ
そ
、
現
代
に
生
き
る
人
間
の
、
損
傷

を
被
っ
た
生
の
あ
り
方
の
形
式
と
し
て
の
表
現
と
な
る
も
の
と
ア
ド
ル
ノ
は
見

た
の
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
ア
ド
ル
ノ
的
に
、
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
を
評
価

し
た
い
。
そ
れ
は
科
学
で
あ
れ
宗
教
で
あ
れ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
れ
、
統
一
し

た
像
を
結
ぼ
う
と
し
な
が
ら
決
し
て
統
一
さ
れ
ず
、
常
に
対
立
矛
盾
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
同
時
に
身
に
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
単
純
な
混
乱

な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
の
性
質
こ
そ
、
宮
澤
賢

治
の
文
学
の
、
ま
さ
し
く
現
代
的
な
本
質
に
根
ざ
し
た
事
柄
な
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
生
き
る
作
家
た
ち
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ユ
ニ
ー
ク
な
文
芸
様
式
の
あ
り

方
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
現
代
性
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
。
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
や
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
な
ど
の
レ
ト

リ
ッ
ク
の
中
に
、
そ
れ
じ
た
い
欠
損
し
た
形
式
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か

つ
現
代
人
に
と
っ
て
の
言
葉
と
芸
術
の
持
つ
独
自
の
意
義
を
、
問
い
直
し
の
形
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山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
五
巻
第
四
号

で
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
代
に
お
け
る
文
学
の
実

験
は
、
こ
と
ご
と
く
文
学
否
定
の
実
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
文
学
の
新
た
な
意
義
を
発
見
し
う
る
は
ず

だ
と
い
う
の
は
、
文
学
に
ま
つ
わ
る
、
究
極
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
注

（
1
）
天
澤
退
二
郎
「
ア
リ
ス
的
世
界
・
イ
ー
ハ
ト
ヴ
ー
8
霧
Φ
房
9
巴
o
と
し
て
の
賢

　
治
童
話
1
」
（
『
《
宮
澤
賢
治
》
鑑
』
、
一
九
八
六
・
九
、
筑
摩
書
房
）
、
脇
ぺ
ー
ジ
。

（
2
）
中
村
三
春
「
『
心
象
ス
ケ
ッ
チ
』
・
そ
の
透
明
と
障
害
ー
〈
統
合
〉
の
レ
ト
リ
ッ
ク

　
再
論
1
」
（
『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
』
第
2
9
集
、
一
九
九
三
・
三
）
に
詳
述
。

（
3
）
中
村
三
春
「
『
莚
露
青
』
を
読
む
1
宮
澤
賢
治
の
レ
ト
リ
ッ
ク
ー
」
（
『
費
ω
』
第
4

　
号
、
一
九
九
六
・
一
一
）
に
詳
述
。

（
4
）
『
春
と
修
羅
　
第
二
集
』
（
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
三
巻
校
異
編
）
、
踊
ぺ
ー

　
ジ
。

（
5
）
中
村
三
春
「
序
説
・
神
話
の
崩
壊
」
（
『
宮
沢
賢
治
研
究
＞
目
仁
巴
』
第
1
0
号
、
二

　
〇
〇
〇
・
三
）
に
詳
述
。

（
6
）
中
村
三
春
「
ブ
ル
カ
ニ
ロ
の
い
な
い
世
界
ー
「
ビ
ヂ
テ
リ
ア
ン
大
祭
」
の
終
わ
ら

　
な
い
論
争
か
ら
ー
」
（
『
昭
和
文
学
研
究
』
第
4
5
集
、
二
〇
〇
二
・
九
）
に
詳
述
。

（
7
）
吉
本
隆
明
『
宮
沢
賢
治
』
（
近
代
日
本
詩
人
選
1
3
、
一
九
八
九
・
七
、
筑
摩
書
房
）
。

（
8
）
大
澤
真
幸
「
ブ
ル
カ
ニ
ロ
博
士
の
消
滅
」
（
『
現
代
詩
手
帖
』
一
九
九
六
・
二
）
。

（
9
）
松
澤
和
宏
「
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
論
ー
未
完
の
草
稿
と
は
何
か
ー
」
（
『
生
成
論
の

　
探
究
』
、
二
〇
〇
三
・
六
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
）
、
謝
～
蹴
ぺ
ー
ジ
。

（
1
0
）
杉
浦
静
「
〈
春
と
修
羅
　
第
三
集
〉
の
生
成
」
（
『
宮
沢
賢
治
　
明
滅
す
る
春
と
修

　
羅
ー
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
い
う
通
路
』
、
一
九
九
三
・
一
、
蒼
丘
書
林
）
。

（
1
1
）
木
村
東
吉
「
『
春
と
修
羅
　
第
三
集
』
『
詩
ノ
ー
ト
』
に
お
け
る
作
品
番
号
と
創
作

　
日
付
に
関
す
る
一
考
察
」
（
『
国
文
学
孜
』
第
蜘
号
、
一
九
九
三
こ
二
）
、
「
作
品
番

　
号
欠
落
過
程
と
《
春
と
修
羅
　
第
三
集
と
九
三
一
年
構
想
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学

　
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
』
第
2
7
巻
1
号
、
一
九
九
三
・
一
二
）
、
「
《
春
と
修
羅
　
第

　
三
集
》
】
九
三
一
年
構
想
『
生
活
・
社
会
詩
篇
』
試
論
」
（
『
島
大
国
文
』
第
2
2
集
、

　
　
一
九
九
四
・
二
）
、
「
《
春
と
修
羅
　
第
三
集
》
一
九
三
一
年
構
想
『
田
園
詩
篇
』
試

　
論
」
（
『
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
』
第
2
7
巻
2
号
、
一
九
九
四
・

　
三
）
な
ど
。

（
1
2
）
以
下
の
『
春
と
修
羅
　
第
三
集
』
の
本
文
は
、
主
に
筑
摩
書
房
版
『
新
校
本
宮
澤

　
賢
治
全
集
』
（
一
九
九
五
・
一
〇
）
第
四
巻
本
文
編
お
よ
び
校
異
編
に
基
づ
く
も
の

　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
文
中
の
括
弧
や
記
号
の
用
法
は
同
全
集
の
も
の
を
踏
襲
し
て
い

　
る
。
た
だ
し
、
引
用
に
あ
た
っ
て
省
略
し
た
箇
所
を
［
…
］
で
示
し
た
ほ
か
、
校
異

　
編
か
ら
の
引
用
は
、
原
文
の
行
番
号
を
省
略
し
、
引
用
に
際
し
て
表
記
法
を
任
意
に

　
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
1
3
）
奥
山
文
幸
「
賢
治
と
映
画
的
表
現
」
（
『
宮
沢
賢
治
『
春
と
修
羅
』
論
－
言
語
と
映

　
像
』
、
一
九
九
七
・
七
、
双
文
社
出
版
）
、
聡
・
㎜
ぺ
ー
ジ
。

（
1
4
）
入
澤
康
夫
「
解
説
」
（
『
新
修
宮
沢
賢
治
全
集
』
第
四
巻
、
一
九
七
九
二
〇
、
筑

　
摩
書
房
）
。

（
1
5
）
杉
浦
静
前
掲
書
。

（
1
6
）
高
橋
世
織
「
賢
治
と
黒
板
1
《
「
消
す
」
行
為
》
の
ア
ル
ケ
オ
ロ
ジ
ー
1
」
（
『
感
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覚
の
モ
ダ
ン
ー
朔
太
郎
・
潤
一
郎
・
賢
治
・
乱
歩
』
、
二
〇
〇
三
二
二
、
せ
り
か

　
　
書
房
）
、
麗
ぺ
ー
ジ
。

（
1
7
）
奥
山
文
幸
前
掲
書
。

（
1
8
）
高
橋
世
織
前
掲
書
。

（
1
9
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
』
（
一
九
三
五
～
三

　
　
六
、
浅
井
健
二
郎
編
訳
、
久
保
哲
司
訳
、
一
九
九
五
・
六
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
、

　
　
鵬
～
鵬
ぺ
ー
ジ
。

（
2
0
）
テ
オ
ド
ー
ル
・
W
・
ア
ド
ル
ノ
『
美
の
理
論
』
（
一
九
七
〇
、
大
久
保
健
治
訳
、

　
　
一
九
八
五
・
一
、
河
出
書
房
新
社
）
、
鵬
ぺ
ー
ジ
。

　
本
稿
は
二
〇
〇
四
年
七
月
、
下
関
市
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学

会
九
州
支
部
夏
季
セ
ミ
ナ
ー
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
学
の
実
験
」
に
お
け
る
研
究
報
告
を

基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
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賢
治
的
テ
ク
ス
ト
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
中
村



The　Paradoxical　Text　of　MIYAZAWA：Kenji

一〇n」協■〃！06Z2〃1ηyO孟3

NAKAMURA　Miham

　　Today，the　universal　value　of　the　art　was　already　lost．Is　the　artistic　literature，which

can　pursue　the　human　meaning　of　the　text，still　possible　in　such　a　situation　after　nowP

　　It　seems　that　the　text　of　MIYAZAWA　Kenli　is　a　paradox．The　meaning　of　its

statement　is　not　unilateral　but　polyvalent．Nevertheless，while　it　denied　the　only　ideal

about！h6加6004（‘hontou　no　kamisama’），the　intention　to　some　ideal　itself　lasted．It

groped　about　the　possibility　ofthe　commmicationby　showing　its　impossibility，ata　basis

of　rhetoric　of　incommensurable　arguing．

　　Then，isn’t　it　possible　to　understand　the　persistent　rewriting　and　revising　of　his

compositions，too，as　the　practice　of　the　paradox　at　the　phase　of　the　generation　of　textP

For　example，a　completed　text　was　to　be　fully　erased　with　the　eraser（“κα加膨”）．A

pure　farming　paean　was　reversed　to　the　rage　of‘‘the　fearful　drought”（‘‘osorosii　kanbat－

su”）by　the　correction　at　the　last　one　verse　of　poem（“ムsα肋n朋shづ即翻h露α∫oh♂ωα”）．

　　Those　works，which　closed　by　themselves　the　road　to　the　harmony，become　an

expression　at　form　of　anti－harmony，and　have　signification　as　the　powerfull　experiment

againstthetraditional　form．Accordingto　Th60ηげB6α吻ofT．W．Adomo，theauthor

of　this　paper　is　discussing　about　lyrical　texts　in施7％！o　Sh郷α∂o乙3from　the　viewpoint

of　a　paradox．

1．Text　of　MIYAZAWA　and　Paradox

　　Giving　an　outline　ofparadox　of　text　of　MIYAZAWA，mainly　on　poems　andjuvenile

novels．

2．Generation　of　Text　and　Paradox

　　Analyzing　three　lyrical　works　of施吻！o　Sh祝紹∂o乙3from　the　viewpoint　of　a

paradox，with　an　explanation　of　peculiarity　of　MIYAZAWA’s　texts．

　1）“1022／3sα々麗％6n　sh♂gとzお％々露とz60勉ω‘z”

2）“1α21四ψ％醐hαhoh祝吻αずnづルh祝”

　3）“1088〃oz4h‘z彪名とz海z6n‘z”

3．Montage　and　Paradox

　　Arguing　about　the　visual　feature，and　the　methodological　relationship　between

paradox　and　montage　of　works　of　MIYAZAWA．

山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
五
巻
第
四
号
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