
「
ひ
か
り
ご
け
」
論

ー
武
田
泰
淳
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
｜

二
十
七
回
生

伊

藤

博

子

卒
論
目
次

序

序本
論第

一
章
作
品
の
背
景

第
一
節
事
実
と
の
比
較

第
二
節
「
海
神
丸
」
「
野
火
」
と
の
比
較

第
三
一
節
評
論
と
の
比
較

第
二
章
作
品
分
析

第
一
節
第
一
幕
に
つ
い
て

第
二
節
第
二
幕

K
つ
い
て

第
三
章
「
罪
」
の
系
譜

結
び

〈
付
記
〉

資
料
『
羅
臼
村
郷
土
史
』
抜
粋

『
羅
臼
町
史
』
抜
粋

参
考
文
献

「
ひ
か
り
ど
け
」
は
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
雑
誌
「
新
潮
」

K
発

表
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
。

作
者
武
田
泰
淳
は
戦
後
、
様
々
な
題
材
と
形
式
を
用
い
た
作
品
を

次
々
と
発
表
し
続
け
た
作
家
で
あ
る
o

が
、
そ
の
中

K
も
な
の
ず
と

「
審
判
」
（
昭

n
・
4
）
「
夜
の
虹
」
（
昭
M
・
9
）
「
獣
の
徽
章
」

（
昭
お
・
叩
）
「
幻
聴
」
（
昭
幻
・

2
）
と
人
聞
の
「
罪
」
を
聞
い

続
け
て
い
る
作
品
の
系
列
を
見
出
す
と
と
が
で
き
る
。
「
ひ
か
り
ど

け
」
は
、
船
の
難
破

K
よ
っ
て
乗
組
員
た
ち
が
人
肉
食

K
至
る
と
い

う
、
最
も
極
端
念
場
面
k
b
い
て
露
わ

K
さ
れ
る
人
間
存
在
の
不
条

理
を
、
「
罪
」
と
い
う
観
点
か
ら
照
射
し
た
作
品
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
と
の
作
品
の
理
解
は
武
田
泰
淳
研
究
に
か
い
て
重
要
念
位
置
を

占
め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

事
実
、
と
の
作
品
は
従
来
、
全
集
解
説
や
作
家
論
の
一
部
と
し
て

必
ず
と
い
っ
て
良
い
程
多
〈
の
機
会

K
論
及
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

－
な
が
ら
今
ま
で
の
と
と
ろ
、
そ
の
解
釈
、
評
価

K
一
致
し
た
見
解
と
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い
う
も
の
は
見
ら
れ
て
い
念
い
。
特
K
、
「
人
肉
食
」
と
い
う
題
材

は
、
そ
れ
だ
け
で
も
作
品

K
対
す
る
反
機
を
買
う
原
国
に
念
タ
得
る

場
合
も
る
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
ζ

で
本
稿
で
は
、
従
来
の
論
で
未
だ

K
取
h
y
上
げ
ら
れ
一
な
か
っ

た
作
品
と
素
材
と
の
か
か
わ
タ
を
明
ら
か

K
し
、
そ
の
上
で
作
品
分

析
を
試
み
、
武
田
泰
淳
の
意
図
し
た
「
ひ
か

b
ど
け
」
の
世
界

K
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。

第
一
章

作
品
の
背
景

作
品
前
半
は
、
後
半
の
戯
曲
が
成
立
す
る
ま
で
の
経
緯
を
説
明
す

る
紀
行
文
風
の
叙
述
で
あ
る
。
と
の
説
明
は
、
従
来
、
作
者
が
戯
曲

を
導
き
出
す
た
め
の
虚
構
で
あ
る
と
の
見
方
が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う

（
注
と

で
あ
る
る
あ
る
い
は
、
戯
曲
創
作
の
直
接
の
資
料
と
な
っ
て
い
る

『
羅
臼
村
郷
土
史
噌
陀
つ
い
て
論
及
す
る
乙
と
な
く
、
野
上
弥
生
子
作

「
海
神
丸
」
（
大
・
日
）
、
大
同
昇
平
作
「
野
火
」
（
昭
・
幻
）
と
い

う
先
行
作
品
を
戯
曲
の
出
発
と
し
て
据
え
、
作
品
世
界
を
解
き
明
か

そ
う
と
す
る
試
み
註
記
さ
れ
た
。

し
か
し
念
が
ら
今
回
の
調
査
の
結
果
、
前
半
K
記
さ
れ
て
い
る
事

柄
は
す
べ
て
、
武
田
泰
淳
が
昭
和
二
十
八
年

K
羅
臼
村
を
訪
れ
た
際

の
事
実

K
基
い
て
な

b
、
作
中
前
半

K
作
者
の
虚
構
の
意
図
を
認
め

る
ζ

と
は
で
き
念
い
と
の
結
論

K
達
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
人
物
名
を

イ
ニ
シ
ャ
ル
で
隠
す
と
い
う
配
慮
、
誤
記
と
み
ら
れ
る
も
の
や
、
記

憶
違
い
と
思
わ
れ
る
部
分
は
あ
る
。
し
か
し
使
用
さ
れ
て
い
る
名
は

す
べ
て
実
名
で
あ
り
、
引
用
文
も
正
確
で
意
図
的
念
改
変
は
み
ら
れ

念
い
。

具
体
的

K
詳
述
す
る
余
裕
は
左
い
が
、
結
論
だ
け
述
べ
れ
ば
次
の

よ
う
で
あ
る
。

作
中
の
「
中
学
校
長
」
と
は
当
時
の
羅
臼
中
学
校
長
吉
沢
虎
三
氏
、

「
S
君
」
と
は
、
佐
藤
盛
雄
氏
の
と
と
で
あ
る
。
と
の
た
び
、
両
氏

か
ら
直
接
詳
細
友
会
手
紙
を
賜
わ
る
と
と
が
で
き
た
。
そ
れ

K
よ
れ

ば
、
泰
淳
の
解
釈
は
と
も
か
く
、
作
中
の
記
述
は
す
べ
て
、
当
時
の

状
況
そ
の
ま
ま
を
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
と
の
乙
と
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
「
M
氏
」
と
は
知
里
真
志
保
氏
の
と
と
で
あ
り
、
氏
が

「
日
本
人
類
民
族
学
会
」
の
最
終
日
（
作
中
で
は
八
月
二
十
五
日
と

あ
る
が
、
実
は
二
十
四
日
）

K
「
人
喰
い
人
種
呈
仁
に
激
怒
さ
れ
た

と
と
も
、
学
会
の
大
き
念
出
来
事
だ
っ
た
ら
し
い
q
泰
淳
が
引
用
し

て
い
る
「
地
名
辞
書
」
も
知
皇
氏
が
著
さ
れ
た
、
『
ア
イ
ヌ
語
地
形

語
嚢
』
（
昭
部
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（注
5
）

戯
曲
の
直
接
の
資
料
と
念
っ
た
『
羅
臼
村
郷
土
史
』
も
、
作
中
通

h
y
、
佐
藤
氏
が
直
接
武
田
泰
淳

K
譲
り
渡
し
た
も
の
で
あ
り
、
比
較

対
照
す
る
と
、
極
め
て
正
確
を
要
約
、
引
用
が
念
さ
れ
て
い
る
と
と

が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う

K
「
ひ
か
り
ど
け
」
の
説
明
部
K
は
ほ
と
ん
ど
作
者

の
虚
構
の
意
図
を
認
め
る
と
と
は
で
き
左
い
。
が
、
確
か

K
、
文
全

体
K
穣
る
緊
張
感
の
中
K
、
戯
曲
創
作
K
向
か
う
作
者
の
心
理
的
傾

斜
は
認
め
る
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

ζ

と
k
b
け
る
問
題
は
、
作
者
が
そ
の
よ
う
な
事

実
を
踏
ま
え
を
が
ら
、
一
な
な
か
っ
、
後
半
の
戯
曲

K
み
ら
れ
る
個
性

的
を
「
虚
構
の
世
界
」
を
築
き
上
げ
た
と
と

K
あ
る
と
い
え
よ
う
。

す
左
わ
ち
、
作
者
が
作
中
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う

K
、
従
来
も
食
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人
事
件
を
取
h
y
扱
っ
た
作
品
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
海
神

丸
」
は
、
現
実

K
起
と
っ
た
「
高
吉
丸
事
件
」
か
一
舟
骨
蜘
と
し
て
描

か
れ
て
い
た
し
、
「
野
火
」
は
人
肉
食
を
導
き
出
さ
ず

K
は
い
ら
れ

左
か
っ
た
状
況
を
告
発
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
描
か
れ
て
い
た
と
も

い
え
る
。
け
れ
ど
も
「
ひ
か
り
ど
け
」
は
、
そ
れ
ら
と
は
全
〈
視
点

を
異
忙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
羅
臼
村
郷
土
史
』
及
び
『
羅
臼
町

（一ε
史
M
K記
さ
れ
て
い
る
事
件
の
記
録
か
ら
、
直
接
蛾
曲
の
世
界
を
導

き
出
す
と
と
は
で
き
念
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
戯
曲
の

会
社

7｝

船
長
の
中

K
、
「
確
か

K
私
の
意
志
で
は
喰
べ
か
が
ヲ
h
k

」
と
い
う
、

自
分
自
身

K
対
す
る
問
題
の
回
避
は
み
ら
れ
念
い
。

作
者
は
「
大
東
亜
戦
争
末
期
K
起
っ
た
ペ
キ
ン
岬
の
惨
劇
」
を
、

先
行
二
作
品
の
よ
う

K
、
戯
曲

K
よ
っ
て
再
構
成
し
て
い
る
の
で
も

念
け
れ
ば
、
そ
の
不
幸
を
生
み
出
す
状
況
を
訴
え
て
い
る
の
で
も
設

い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
事
件
と
切

b
離
さ
れ
た
世
界
を
描
い
て
い

る
の
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
作
者
は
、
事
件
を
過
去
の
一
回
的
念
事

実
、
特
殊
念
出
来
事
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
念
〈
、
作
者
自
身
の

切
実
念
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

ζ

の
点
K
と
そ
作
者
の
「
文
学
的
」
創
造
の
独
自
性
が

あ
る
と
い
え
る
し
、
先
行
ニ
作
品
へ
の
と

b
と
め
の
も
な
い
批
判
を
生

み
出
し
た
真
の
動
機
を
見
出
す
と
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

戯
曲
の
状
況
設
定
は
、
現
実
の
記
録
を
受
け
継
い
で
b
h
y
、
そ
と

K
生
き
る
人
間
は
創
造
の
人
物
で
あ
る
。
作
者
は
事
件
を
、
自
身
の

思
考
の
「
場
」
と
し
て
把
握
し
、
意
志
的
左
「
強
者
船
長
」
を
造
型

し
、
事
件
を
「
当
時
者
パ
ー
は
い
し
て
切
実

K
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
者
自
身
は
ペ
キ
ン
事
件
と
い
う
極
限
状
況
を
ど
の
よ
う

K
生
き
得

る
か
。
そ
れ
は
作
者
の
「
人
聞
の
罪
と
は
？
」
と
い
う
思
想
的
課
題

K
ど
の
よ
う

K
呼
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
以
下
、
具
体
的

K

検
討
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章

作
品
分
析

戯
曲
の
舞
台
は
マ
ツ
カ
ウ
シ
洞
窟
の
中
で
あ
る
。
現
実
の
食
人
事

件
は
ペ
キ
ン
岬
の
ウ
ニ
小
屋
で
起
つ
て
な
夕
、
「
郷
土
史
」

K
も
そ

の
と
と
は
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
戯
曲

K
む
い
て
作
者
は
、
過

去
の
事
実

K
拘
泥
し
て
い
－
な
い
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、

文
脈
上
、
戯
曲
の
前
提
と
し
て
、
前
半
説
明
部
の
「
郷
土
史
」
の
引

用
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
と
が
了
解
さ
れ
て
い
る
。
す

念
わ
ち
、
大
東
亜
戦
争
末
期
、
軍
の
徴
用
船
が
軍
の
命
令
で
小
樽
港

K
向
か
う
途
中
難
破
し
、
乗
組
員
が
酷
寒
と
飢
餓
の
極
限
状
況

K
陥

っ
た
。
作
者
は
、
と
の
過
去
の
事
実
を
、
マ
ッ
カ
ウ
シ
洞
窟
の
中
の

作
者
自
身
の
現
実
と
し
て
蘇
え
ら
せ
、
と
と
か
ら
真
K
彼
の
世
界
を

展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め

K
作
者
は
、
船
長
、
西
川
、
八
蔵
、
五
助
と
い
う
四
人

の
乗
組
員
K
よ
る
問
答
の
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
船
長
、
西
川
は

「
郷
土
史
」

K
登
場
す
る
人
物
の
名
を
踏
襲
し
て
い
る
。
八
蔵
、
五

助
は
、
「
終
K
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
」
無
記
名
の
三
人
の
二
人
と
い

う
と
と
で
、
既

K
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
－
b
b、
hv
そ
ら
く
野
上
弥
生

子
作
「
海
神
丸
」
の
登
場
人
物
「
八
蔵
」
「
五
郎
助
」
の
名
を
無
雑

作
に
借
b
た
も
の
で
あ
る
う
。

し
か
し
、
彼
ら
の
性
格
付
け
k
b
い
て
は
、
そ
の
よ
う
左
名
前
念
ど

ど
う
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
と
の
四
人
は
、
現
実
の
人
間
と
い
う
よ
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り
む
し
ろ
、
各
々
が
異
っ
た
観
念
を
代
表
す
る
役
割
h
y
を
持
っ
て
登

場
し
て
い
る
と
み
る
と
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
飢
餓
の
極
限
状

況
の
下
で
は
否
応
無
し

K
一
番
弱
い
者
が
先

K
死
ん
で
行
〈
。
そ
れ

が
五
助
の
役
割
タ
で
あ
る
。
残
っ
た
者
は
誰
し
も
死
者
を
「
肉
」
と

し
て
考
え
ず
K
は
い
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
、

決
し
て
食
べ
ま
い
と
思
う
者
、
生
き
る
た
め

K
食
べ
る
覚
悟
を
す
る

者
、
「
食
べ
て
は
い
け
念
い
」
と
い
う
意
志

K
反
し
て
食
べ
て
し
ま

い
悔
や
む
者
が
い
る
だ
ろ
う
。
狂
気
を
除
け
ば
（
そ
し
て
実
際
は
狂

気
K
陥
る
場
合
も
多
々
あ
ろ
う
が
）
そ
れ
が
そ
の
よ
う
な
状
況
で
人

聞
が
取

b
得
る
す
べ
て
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
八
蔵
、
船
長
、

西
川
が
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
念
論
理
を
代
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

狂
気
は
、
個
人
の
選
択
不
可
能
念
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
未

来
K
向
う
考
察
の
対
象
と
は
食
ら
を
い
。
と
す
れ
ば
第
一
幕
は
類
型

化
さ
れ
た
四
人
の
人
物
K
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
聞
が
考
察
さ
れ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
。

と
の
類
型
化

K
よ
る
表
現
は
前
述
し
た
よ
う

K
、
作
者
の
視
点
が

事
件
の
再
構
成
、
す
念
わ
ち
リ
ア
リ
ズ
ム

K
あ
る
の
で
は
念
〈
「
ど

う
す
べ
き
か
」
と
い
う
聞
い
の
上

K
存
し
た
結
果
と
見
る
と
と
が
で

き
る
。
念
ぜ
左
ら
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
を
考
え
る
た
め

K
は
、
い
く
つ

か
の
基
本
的
要
素
を
考
え
る
と
と
が
有
効
だ
か
ら
で
あ
る
。

武
田
泰
淳
は
、
小
説
は
彼
自
身
に
と
っ
て
「
常
に
出
来
上
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
存
在
す
る
」
の
で
は
念
〈
、
「
鑑
賞
で
き
念
い
も
の
を

や
や
一
般
的
K
表
現
す
る
」
た
め

K
存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う
意
の

発
言
を
し
て
い
る
。
実
際
、
戯
曲
第
一
幕
は
、
武
田
泰
淳
の
「
出
来

上
っ
た
」
世
界
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ペ
キ
ン
事
件
を

契
機
K
渦
巻
き
は
じ
め
た
「
鑑
賞
で
き
念
い
」
作
者
の
思
想
の
カ
オ

ス
が
、
各
々
の
「
観
念
の
面
」
の
口
を
借
h
y
て
形
象
化
さ
れ
て
い
く

過
程
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
う
。
そ
し
て
、
「
集
約

さ
れ
た
全
体
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
の
一
幕
は
、
作
者
の
思

考
の
密
度
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う

K
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
第
一
幕
で
明
ら
か

K
念
る
と
と
は
、
「
仲
間
の
肉

を
喰
わ
ね
ば
死
ぬ
」
と
い
う
不
条
理
念
現
実
で
あ
る
。
そ
と

k
b
け

る
行
為
は
、
ど
の
よ
う
念
も
の
で
あ
れ
、
自
ら
を
正
当
化
す
る
言
葉

を
持
ち
得
念
い
。
人
肉
を
喰
っ
た
西
川
K
対
し
て
八
蔵
が
「
忠
義
の

た
め

K
喰
っ
た
だ
よ
」
と
慰
め
る
言
葉
が
空
し
く
響
く
。
そ
し
て
「

「
ひ
も
じ
い
か
ら
喰
っ
た
」
と
い
う
己
の
言
葉
が
真
実
味
を
帯
び
て

く
る
。
し
か
し
そ
と
で
「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
感
情
が
そ
の
動
機

の
「
も
っ
と
も
ら
し
さ
」
を
突
き
崩
し
て
い
る
。
し
か
し
船
長
は
西

川
K
対
し
て
「
人
の
肉
を
喰
う
の
が
念
ぜ
恥
ず
か
し
い
だ
」
と
問
い

つ
め
、
そ
れ
に
対
し
て
西
川
は
答
え
を
出
せ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ

う
念
船
長
が
八
蔵
か
ら
は
「
惑
い
と
と
し
て
理
く
つ
く
っ
つ
け
る
人

間
」
「
普
い
方
へ
も
悪
い
方
へ
も
限
は
し
の
き
く
男
」
と
評
さ
れ
肯

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
ま
い
。
結
局
、
そ
の
状
況
K
が
い
て
は

「
ど
う
す
べ
き
か
」
と
い
う
聞
い
の
答
え
を
見
出
す
と
と
は
で
き
左

ぃ
。
逆
K
一
言
え
ば
、
個
人
が
価
値
の
支
え
の
左
い
行
為
を
選
び
取
ら

ね
ば
な
ら
左
い
と
い
う
と
と
が
明
ら
か

K
ま
る
の
で
あ
る
。

と
と
で
、
作
者
か
登
場
人
物
の
い
ず
れ

K
も
善
悪
の
判
断
を
下
し
得

て
い
念
い
と
と
は
、
第
二
幕
を
考
え
る
上
で
重
要
だ
と
思
う
。
た
だ

船
長
は
「
ど
う
腹
を
き
め
る
か
が
問
題
だ
」
「
み
ん
念
し
て
よ
く
考

え
る
だ
」
と
、
現
実
K
目
を
つ
ぶ
ろ
う
と
す
る
他
の
者
た
ち

K
決
断
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を
迫
る
点
で
、
他
の
者
以
上

K
強
烈
な
主
張
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ

し
て
結
果
的
に
船
長
の
よ
う
左
認
識
と
判
断
で
し
か
生
き
残
る
と
と

が
で
き
を
い
、
と
い
う
と
と
が
明
ら
か

K
左
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
八
蔵
や
西
川
は
死

K
よ
っ
て
す
べ
て
を
逃
れ
る
が
、
船

長
は
生
き
て
い
る
限
h
y

「
喰
っ
た
」
と
い
う
紛
れ
も
念
い
事
実

－
｜
光
の
輪
ー
ー
を
背
負
っ
て
生
き
て
行
か
ね
ば
念
ら
念
い
。
私
は
、

光
の
輪
は
作
者
独
自
の
論
理
を
越
え
た
発
想
と
い
う
の
で
は
を
く

「
人
を
喰
っ
た
」
と
い
う
「
鑑
賞
で
き
な
い
」
事
実
の
形
象
化
で
あ

り
、
飽
く
ま
で
論
理
的
念
帰
結
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
光
の
輪
」
を

背
負
っ
た
船
長
が
生
き
残
夕
、
戯
曲
の
見
事

K
集
約
さ
れ
た
世
界
は

ひ
と
ま
ず
幕
を
下
ろ
す
。

×

×

×

×

 

第
二
幕
は
生
還
し
た
船
長
が
法
廷
で
裁
か
れ
る
場
面
で
あ
る
。
と

の
「
裁
判
」

k
b
い
て
、
異
常
念
事
態
を
と
も
か
く
も
生
き
抜
い
た

船
長
が
日
常
の
中
で
問
わ
れ
る
ζ

と
K
在
る
の
で
あ
る
。
が
、
と
と

k
b
け
る
演
出
法
の
指
定
、
す
－
な
わ
ち
船
長
を
「
中
学
校
長
」

K
酷

似
さ
ぜ
、
裁
判
を
「
キ
リ
ス
ト
の
受
難
劇

K
似
た
」
騒
然
た
る
静
寂

の
気
分

K
せ
よ
と
い
う
指
示
は
、
第
一
幕
の
必
然
的
結
末

K
対
す
る

作
者
の
意
思
表
示
と
解
す
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
前
述
し
た
よ
う

K
、
「
中
学
校
長

K
酷
似
」
し
て
い
る

と
は
、
と
り
も
念
な
さ
ず
船
長
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
変
貌
の
暗
示
と
在

っ
て
い
る
の
で
あ
る
o
戯
曲
の
人
喰
船
長
は
「
背
丈
の
高
い
、
痩
せ

た
入
、
年
は
三
十
代
で
し
ょ
う
・
・
・
・
・
・
黄
ば
ん
だ
皮
膚
K
不
精
ひ
げ

を
は
や
し
」
と
い
う
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
像

K
結
び
つ
く
「
中
学
校

長
」
と
の
酷
似
を
経
て
、
戯
曲
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
部
分
の
、

裁
判
長
、
検
事
、
弁
護
人
、
傍
聴
の
男
女
の
一
部
船
長
の
周
囲

K

集
る
o

そ
の
む
ら
が
る
姿
、
処
刑
の
た
め
ゴ
ル
ゴ
ダ
の
丘

K
運
ば

れ
る
キ
リ
ス
ト
を
取
巻
〈
見
物
人

K
似
た

b
。

と
い
う
「
キ
リ
ス
ト
の
高
み
」
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
「
ひ
か
h
y
ど
け
」
の
筆
は
、
最
終
的

K
は
、
人
喰
船
長
の
キ
リ

ス
ト
へ
の
変
貌
を
導
き
出
す
た
め

K
費
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
あ
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
、
作
品
の
結
論
が
、
「
裁
く
者
と
裁
か
れ
る
者
と
の

区
別
の
消
失
｜
｜
罪
の
普
遍
性
」
で
あ
る
と
い
う
と
と

K
重
き
を
b

〈
松
原
新
一
氏
の
説
は
芳
烈
で
一
な
い
よ
う

K
思
わ
れ
る
o
そ
れ
は
、

光
の
輪
が
す
べ
て
の
人
間

K
と
も
る
と
い
う
意
味
を
説
明
す
る
も
の

で
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
船
長
の
キ
リ
ス
ト
へ
の
変
貌
を
説
明
す

る
も
の
で
は
宏
い
か
ら
で
あ
る
。
と
の
変
貌
に
つ
い
て
阿
部
正
路
氏

は
「
船
長
は
罪
と
罰
と
を
知
h
y
得
た
人
間
と
し
て
既

K
〈
救
い

νκ
（
注
目
』

近
付
い
て
な
り
、
そ
の
姿
は
た
い
へ
ん
キ
リ
ス
ト

K
似
て
い
る
」
と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
栗
坪
良
樹
氏
が
「
〈
船
長
〉
は
人
肉

喰
の
罪
を
自
ら
の
内

K
昇
華
し
て
、
生
き
念
が
ら
〈
キ
リ
ス
ト
〉

K

宏
、
り
得
た
か
の
如
き
存
在
一
寸
？
あ
る
と
説
明
し
て
念
ら
れ
る
。

確
か

K
、
と
の
変
貌
を
船
長
の
内
面
の
変
貌
と
結
び
つ
け
る
左
ら

ば
「
罪
の
自
覚
」
「
罪
の
昇
華
」
と
い
う
理
解
が
成
h
y
立
つ
。
し
か

し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
同
時

K
、
自
覚
さ
え
す
れ
ば
キ
リ
ス
ト
た

b
得
る
と
い
う
安
易
念
結
末
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

念
理
解
の
下

K
、
磯
田
光
一
氏
社
「
『
ひ
か
り
ど
け
』
が
さ
ほ
ど
秀

円、ロ）

れ
た
作
品
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
い
と
い
う
厳
し
い
批
判
を
提
出
さ
れ

た
の
で
あ
っ
た
o
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け
れ
ど
も
果
し
て
、
第
一
幕
k
b
い
て
提
示
さ
れ
た
精
巧
念
考
察

の
結
論
が
、

ζ

の
変
貌
K
よ
り
単
を
る
「
罪
」
と
し
て
否
定
さ
れ
て

い
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
幕
の
船
長
と
い
う
強
者
は
、
作
者
の
精
神

を
高
度

K
集
中
し
て
見
出
さ
れ
た
、
「
生
」
へ
の
唯
一
の
可
能
性
を

も
っ
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
争
夕
、
し
か
も
彼
は
決
し
て
否
定
さ
れ

て
い
念
か
っ
た
o
と
と
第
二
幕
k
b
い
て
も
、
船
長
は
「
我
慢
し
て

い
る
」
と
は
言
う
が
、
決
し
て
「
悪
か
っ
た
」
と
は
言
わ
ず
、
さ
ら

K
1私
は
特

K
自
分
を
不
幸
だ
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
」
と
言
い

き
る
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
は
自
分
の
過
去
（
H
第
一
幕
）

を
悔
い
て
い
る
の
で
は
念
い
。
む
し
ろ
惨
劇
の
起
っ
た
洞
窟
k
b
け

る
「
我
慢
」
と
い
う
支
え
を
、
一
ま
な
保
持
し
続
け
て
い
る
と
と

K
注

目
し
た
い
。
船
長
が
罪
意
識

K
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼

は
そ
の
背
後
に
控
え
て
い
る
絶
対
者
に
対
し
て
「
悪
か
っ
た
」
と
悔
い

ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
絶
対
者
に
己
の
精
神
を
委
ね
て
い
な
い
か
ら
こ

そ
「
誰
だ
っ
て
、
私
に
は
何
も
し
て
く
れ
る
乙
と
は
で
き
ま
せ
ん
よ
。

洞
療
の
中
で
も
そ
う
だ
つ
た
し
、
裁
判
所
の
中
だ
っ
て
そ
う
で
す
よ
。
」

（
傍
点
・
伊
藤
）
と
言
い
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
幕
の
船
長
も
、
本

質
的
に
は
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
v
h
、
船
長
の
生
存
の
支
柱
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
我
慢
」
と

い
う
語
は
、
従
来
、
現
代
的
な
「
忍
耐
」

K
近
い
受
動
的
念
意
味
と

し
て
解
釈
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
る
と
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
本
来
「
我
慢
」
と
は
仏
教
用
語
で
あ
る
o
そ
れ
は
、
「
汝
欲
見

仏
性
、
先
須
除
我
慢
」
「
行
者
み
だ
り

K
我
慢
す
る
と
と
念
か
れ
」

と
い
う
場
合

K
用
い
ら
れ
て
b
夕
、
そ
ζ

で
は
「
我
を
た
ゆ
J

ん
で
心

の
高
ぶ
る
煩
悩
」
「
高
慢
」

K
も
近
い
意
で
あ
る
と
い
引
d
i
、
僧
侶
で

あ
っ
た
作
者
が
、
仏
教
思
想
の
根
底

K
排
除
す
べ
き
も
の
と
し
て
据

え
ら
れ
る
と
い
う
「
我
慢
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
独
特
の

逆
説
的
陰
臨
調
が
醸
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
左
い
か
と
私
は
思
う
。

作
者
は
「
我
を
た
の
ま
ざ
る
を
得
左
い
」
状
況
で
「
我
慢
」
し
続
け

る
船
長
を
キ
リ
ス
ト
の
高
み

K
上
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
原
罪
を
自
覚
し
た
か
ら
キ
リ
ス
ト

K
近
付
い
た
」

と
い
う
船
長
変
貌
の
説
明
は
、
武
田
泰
淳
と
い
う
作
家
か
ら
も
、
作

品
全
体
の
構
成
か
ら
考
え
て
も
適
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
の
変

貌
は
、
船
長
が
喰
人
の
過
去
を
悔
い
、
否
定
す
る
こ
と
な
く
キ
リ
ス
ト

K
似
て
く
る
と
と
ろ

K
ζ
そ
意
味
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
左
い
か
。

そ
と

K
と
そ
作
者
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
が
あ
り
、
逆
説
的
真
の
主
張
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

作
品
は
極
限
状
況
を
背
景

K
、
一
見
絶
対
的
普
K
み
え
る
日
常
世
界
引

の
倫
理
、
タ
ブ
！
の
虚
を
突
い
ず
い
、
そ
れ
ら
を
「
死
か
喰
人
か
」
と
い
一

う
選
択
の
レ
ベ
ル

K
ま
で
還
元
し
て
い
る
。
そ
し
て
唯
一
の
生
へ
の

可
能
性
と
し
て
船
長
の
生
存
を
保
証
し
、
さ
ら

K
再
び
日
常
世
界
で

彼
の
生
存
の
意
味
を
問
う
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日

常
世
界
の
秩
序
の
象
徴
と
も
見
倣
し
得
る
キ
リ
ス
ト
と
船
長
が
同
格

K
並
ぶ
と
い
う
結
末
K
は
、
ま
さ

K
作
者
の
皮
肉
と
逆
説
的
主
張
を

感
ぜ
ず

K
は
い
ら
れ
左
い
。
そ
れ
は
な
そ
ら
く
、
泰
淳

K
あ
っ
て
は

宗
教
的
「
救
い
」
の
発
想
と
論
埋
的
、
実
存
的
発
想
の
す
れ
す
れ
の

線
で
成
立
し
た
逆
説
で
あ
ろ
う
と
私
は
考
え
る
。
船
長
の
第
一
幕
の

生
の
在
夕
方
を
「
罪
」
と
し
て
否
定
し
去
る
と
と
は
や
さ
し
い
。
し

か
し
彼
の
過
去
が
「
悪
」
と
自
覚
さ
れ
、
否
定
さ
れ
、
昇
華
さ
れ
る

べ
き
負
の
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
h
y
、
ペ
キ
ン
事
件
の
よ
う



念
「
死
」
と
「
喰
人
」
の
可
能
性
し
か
な
い
人
聞
の
骨
骨
k
b
け
る

未
来
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
作
者

K
は
、
自
ら
の
意
志

K
よ
っ
て

生
き
延
び
る
船
長
を
造
型
す
る
と
と
と
そ
が
、
極
限
状
況
で
「
未
来

K
続
く
一
筋
の
光
を
保
証
す
る
唯
一
の
決
断
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た

W

作
違
い
念
い
。
し
た
が
っ
て
船
長
は
船
長
の
ま
ま
で
一
般
概
念
の
キ

リ
ス
ト
と
対
立
し
念
が
ら
、
念
hv
、
泰
淳
の
意
識
の
中
K
あ
る
キ
リ

ス
ト
の
高
次
の
象
徴
性
を
も
っ
て
逆
説
的
K
表
現
さ
れ
た
の
だ
と
思

わ
れ
る
。

船
長
は
、
普
通
に
は
聖
r
h
q
す
K
対
し
て
描
か
れ
る
光
背
の
よ
う

な
、
食
人
の
印
の
光
の
輪
を
負
い
、
「
私
の
体
現
し
た
生
の
過
程
が

果
し
て
一
左
の
か
」
と
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
と

K
作
者
の
船

長
肯
定
の
意
志
と
絶
対
者
へ
の
反
問
を
読
み
と
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

じ
か
し
、
そ
の
反
問
及
び
船
長
肯
定
へ
の
意
志
は
、
泰
淳
に
あ
っ

て
は
と
う
て
い
無
神
論
や
「
自
己
を
現
代
の
キ
リ
ス
ト
と
し
て
説
当

z’
イ

在
8
｝

化
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
自
己
の
正
当
化

K
短
絡
的
K
つ
な
が
る

も
の
で
は
念
い
。
そ
れ
は
裁
判
の
場
面
で
船
長
の
自
己
主
張
が
み
ら

れ
な
い
と
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は
「
我
慢
」
と
い
う
形
で
し

か
自
己
を
語
b
得
念
い
の
で
あ
る
。
「
ひ
か

b
ど
け
」
は
、
表
面
的

K
は
屈
従
を
示
す
「
我
慢
」
と
い
う
言
葉
K
今
左
b
潜
む
原
義
的
念

自
博
、
自
己
主
張
、
絶
対
者

K
向
け
ら
れ
る
反
抗
の
鋒
先
を
拡
大
肯

定
し
、
人
間
存
在
K
ま
つ
わ
る
「
罪
」
を
新
た
左
角
度
か
ら
聞
い
直

し
た
作
品
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

結

び

以
上
、

「
ひ
か

b
ど
け
」
の
テ
l

マ
を
採
っ
て
き
た
が
、
泰
淳
は

近
代
の
文
学
者
K
つ
い
て
次
の
よ
う

K
述
べ
て
い
る
。

近
代
の
文
学
者
は
あ
る
意
味
で
、
宗
教
K
対
し
て
反
抗
者
で
あ

b

破
壊
者
で
あ
っ
た
O
L
か
し
、
実
は
彼
ら
と
そ
が
真
剣

K
神
を
求

め
信
仰
を
追
求
し
た
の
で
あ
夕
、
そ
の
探
究
が
深
〈
広
〈
徹
底
し

て
い
た
た
め
、
浅
く
性
急
念
信
仰
よ
h
J
わ
か
h
y
K
〈
〈
信
仰
ら
し

く
見
え
な
か
っ
た
の
だ
。（

「
宗
教
と
文
学
」
昭

m
・
－
）

と
。
そ
し
て
無
神
論
的
立
場
を
と
る
と
一
般
K
評
さ
れ
て
い
る
サ
ル

ト
ル
や
カ
ミ
ユ
の
小
説
K
仏
教
K
似
た
も
の
を
感
じ
と
る
、
と
一
見

逆
説
の
よ
う

K
聞
と
え
る
主
張
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ひ
か
り

ど
け
」
の
主
題
と
し
て
論
じ
て
き
た
反
問
も
、
か
そ
ら
〈
そ
の
よ
う

念
信
仰
の
裏
返
し

K
近
い
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

を
た
、
武
田
泰
淳
の
戦
後
の
文
学
自
体
も
、
そ
の
よ
う
念
既
成
の

宗
教
や
秩
序
と
い
う
も
の
が
破
壊
さ
れ
た
処
か
ら
出
発
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ょ
h
y
泰
淳

K
近
い
と
思
わ
れ
る
「
杉
」
や
「
大
鳥
」

を
主
人
公
と
し
た
一
連
の
作
品
は
そ
の
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
し
、

「
序
」
で
も
少
し
触
れ
た
よ
う

K
、
「
罪
」
を
追
求
し
た
一
連
の
作

品
の
姿
勢
は
、
近
年
の
大
作
「
富
士
」
（
昭
M
W

）
に
ま
で
受
け
つ
が

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ペ
キ
ン
事
件
は
作
者
K
と
っ
て
、
行
き
ず
h
y
の
一
回
的
出
来
事
で

は
念
か
っ
た
。
作
者
自
身
の
過
去
の
体
験
K
よ
っ
て
生
じ
た
暖
昧
念

「
聞
い
」
の
所
在
を
明
ら
か

K
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
と

そ
、
「
精
神
の
肉
の
ひ
だ
を
キ
ユ
ツ
」
と
ひ
き
つ
ら
せ
、
事
件
K
の

め
b
込
み
、
「
作
者
自
身
の
」
ペ
キ
ン
事
件
を
「
船
長
」
と
い
う
強

者
を
造
型
す
る
と
と

K
よ
っ
て
生
き
抜
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
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と
う
し
て
み
て
〈
る
と
き
、
「
ひ
か
タ
ど
け
」
の
抑
制
さ
れ
た
表

現
K
込
め
ら
れ
た
作
者
の
思
索
の
厳
し
さ
と
豊
か
さ
が
、
深
〈
伝
わ

っ
て
〈
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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