
　

僕
は
、
ド
オ
ム
の
内
面
に
、
ぎ
つ
し
り
と
張
り
詰
め
ら
れ
た
色
と
り
ど
り
の
壁
画
を
仰
ぎ
、
天
井
の
あ
の
辺
り
に
、
ど
う

か
し
て
風
穴
を
開
け
た
い
と
希
つ
た
。
す
る
と
、
丁
度
そ
の
辺
り
に
、
本
物
の
空
よ
り
も
も
つ
と
美
し
い
空
が
描
か
れ
て
ゐ

る
の
に
気
付
い
た
。「
旅
へ
の
誘
ひ
」
の
音
楽
が
鳴
り
渡
り
、
そ
の
出
発
禁
止
の
美
し
い
旋
律
は
、
詩
の
不
信
者
の
胸
を
抉
つ

た
。
さ
う
い
ふ
時
だ
、
ラ
ン
ボ
オ
が
現
れ
た
の
は
。
球
体
は
砕
け
て
散
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
秀
雄
「
ラ
ン
ボ
オ
の
問
題
」（『
展
望
』
昭
和
二
二
・
三
）

　
　
　

は

じ

め

に

　
「
金
閣
寺
」（『
新
潮
』
昭
和
三
一
・
一
～
一
〇
）
は
、
鹿
苑
寺
の
徒
弟
僧
で
あ
っ
た
主
人
公
が
国
宝
金
閣
に
放
火
す
る
に
い
た
る

プ
ロ
セ
ス
及
び
そ
の
動
機
を
語
っ
た
一
人
称
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
三
島
由
紀
夫
の
毀
誉
褒
貶
相
半
ば
す
る
多
く
の
小
説

の
中
に
あ
っ
て
、
発
表
当
時
よ
り
比
較
的
好
評
を
も
っ
て
遇
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
間
も
な
い
こ
ろ
の
、「
お
そ
ら
く
は
作
者

の
最
優
秀
作
で
あ
ろ
う
」（
臼
井
吉
見
『
日
本
経
済
新
聞
』
昭
和
三
一
・
一
〇
・
六
）、「
ま
こ
と
に
文
学
作
品
ら
し
い
文
学
性
」

（
平
野
謙
「
創
作
合
評
会
」『
群
像
』
昭
和
三
一
・
一
一
）、「『
金
閣
寺
』
は
、
今
年
発
表
さ
れ
た
小
説
の
な
か
で
最
も
注
目
す
べ
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き
作
品
と
思
は
れ
ま
す
」（
中
村
光
夫
「『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
」『
文
芸
』
昭
和
三
一
・
一
二
）
と
い
っ
た
賛
辞
に
は
、
多
分
に
批

評
家
た
ち
の
当
時
の
小
説
界
全
般
に
対
す
る
不
満
の
念
が
投
影
し
て
い
た
と
も
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、「
金
閣
寺
」
そ
れ
自
体
に

こ
う
し
た
評
言
を
抽
き
出
す
だ
け
の
一
面
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
中
島
健
蔵
の
「
文
学
の
イ

ロ
ハ
を
教
え
る
に
格
好
な
材
料
だ
」（「
創
作
合
評
会
」
前
出
）
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。
が
、
こ
れ
を
さ
ら
に
敷
延

し
、「
金
閣
寺
」
の
「
文
学
の
イ
ロ
ハ
」
た
る
所
以
を
明
快
に
開
陳
し
た
の
が
中
村
光
夫
で
あ
る
。

　

中
村
は
「
金
閣
寺
」
の
モ
チ
ー
フ
に
触
れ
、
そ
れ
が
「
自
身
の
青
春
を
「
客
観
化
」
し
そ
れ
に
訣
別
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
」
と

断
じ
た
。
中
村
の
こ
う
い
う
発
想
は
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
二
葉
亭
四
迷
、
谷
崎
潤
一
郎
、
志
賀
直
哉
等
を
対
象
と
し
た
一
連
の
作
家

論
や
『
風
俗
小
説
論
』
な
ど
で
も
繰
り
返
し
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

中
村
の
「『
金
閣
寺
』
に
つ
い
て
」
以
後
、
多
く
の
「
金
閣
寺
」
論
が
、
中
村
の
《
青
春
処
理
》
と
称
す
べ
き
モ
チ
ー
フ
論
を
踏

襲
し
つ
つ
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
村
松
剛
の「『
金
閣
寺
』は
、
彼
の
青
春
の
訣
別
の
歌
だ
っ
た
」（『
三

島
由
紀
夫
の
世
界
』
平
成
二
・
九
）
と
い
う
説
も
そ
の
代
表
例
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
、
ほ
か
で

も
な
く
金
閣
寺
放
火
事
件
の
犯
人
の
内
面
に
仮
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
作
者
の
必
然
性
や
、
作
者
が
「
訣
別
」
せ
ず
に
は

お
れ
な
か
っ
た
「
青
春
」
と
い
う
も
の
の
実
態
と
な
る
と
、
必
ず
し
も
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
さ

ら
に
、「
金
閣
寺
」
と
こ
れ
に
前
後
す
る
作
品
群
と
の
関
連
と
い
っ
た
点
と
な
る
と
、
未
解
明
の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、「
金
閣
寺
」
に
お
け
る
主
人
公
と
金
閣
と
の
関
係
及
び
両
者
の
関
係
を
背
後
で
支
え
て
い
た
も
の

が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
主
人
公
が
国
宝
金
閣
へ
の
放
火
を
決
意
す
る
ま
で
の
経
緯
及
び
そ
の
内
的
必
然
性
を
解

明
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の
小
説
が
ど
う
い
う
点
で
作
者
の
《
青
春
処
理
》
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
と
解
し
う
る
の
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
い
。
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一　

観
念
と
し
て
の
「
金
閣
」

　

は
じ
め
に
、「
金
閣
寺
」
に
お
け
る
主
人
公
と
金
閣
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
戦
前
に
お
け
る
主
人
公
と
金
閣
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
一
つ
は
、
金
閣
と
実
在
の
金
閣
よ
り
も
心
象
の
金
閣
の
方
が
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
戦
況
の
悪
化
の
情
報
が
届
く
に
つ
れ
て
金
閣
が
美
し
さ
を
を
増
し
、
本
土
空
襲
が
不
可
避
と
い
う
状

況
に
至
り
、
そ
の
美
は
最
高
潮
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

実
物
の
金
閣
よ
り
も
心
象
の
金
閣
が
美
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
写
真
や
教
科
書
で
は
、
現
実
の
金
閣
を
た
び
た
び
見
な
が

ら
、
私
の
心
の
中
で
は
、
父
の
語
っ
た
金
閣
の
は
う
が
勝
を
制
し
た
」（
第
一
章
）
と
か
、
は
じ
め
て
鹿
苑
寺
を
訪
れ
、
実
物
の
金

閣
と
対
面
し
た
と
き
、「
何
の
感
動
も
起
ら
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
古
い
黒
ず
ん
だ
小
つ
ぽ
け
な
三
階
建
に
す
ぎ
な
か
つ
た
」（
同
前
）

と
い
う
印
象
し
か
受
け
な
か
っ
た
一
方
、「
硝
子
の
ケ
ー
ス
に
納
め
ら
れ
た
巧
緻
な
金
閣
の
模
型
」
の
方
が
「
私
の
気
に
入
つ
た
」

（
同
前
）
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
端
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
終
戦
前
の
年
を
回
想
し
て
、「
私
が
金
閣
と
最

も
親
し
み
、
そ
の
安
否
を
気
づ
か
ひ
、
そ
の
美
に
溺
れ
た
時
期
で
あ
る
」（
第
二
章
）
と
語
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
主
人
公
の
内
部
で
金
閣
に
対
す
る
受
け
止
め
方
や
評
価
が
変
化
し
て
い
っ
た
原
因
・
理
由
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ

い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
思
う
に
、
現
実
の
金
閣
よ
り
も
心
象
の
金
閣
に
親
近
感
を
覚
え
た
と
い
う
こ
と
と
、
敗
戦
間
際
に

お
い
て
は
じ
め
て
現
実
の
金
閣
が
真
に
美
し
く
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
と
は
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
両
者
の

間
に
は
な
ん
ら
逕
庭
は
な
い
。
敗
戦
に
い
た
る
ま
で
、
主
人
公
に
と
っ
て
、
金
閣
と
は
心
象
の
金
閣
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。「
金

閣
寺
」
に
お
け
る
金
閣
の
正
体
が
多
義
的
で
あ
る
点
に
、
こ
の
小
説
を
単
純
な
動
機
小
説
以
上
の
複
雑
な
小
説
に
し
て
い
る
根
本

要
因
が
存
す
る
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
敗
戦
時
に
い
た
る
ま
で
の
主
人
公
に
と
っ
て
、
金
閣
と
は
心
象
の
金
閣
で
し
か
あ
り
え
な

か
っ
た
と
も
言
え
る
。「
幼
時
か
ら
父
は
、
私
に
よ
く
、
金
閣
の
こ
と
を
語
つ
た
」
で
始
ま
る
第
一
章
で
、
作
者
は
主
人
公
を
し
て
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主
人
公
に
と
っ
て
の
金
閣
の
基
本
性
格
を
語
ら
し
め
る
が
、
主
人
公
が
語
る
金
閣
と
は
、
実
在
す
る
金
閣
の
何
た
る
か
で
な
く
、

徹
頭
徹
尾
語
り
手
「
私
」
に
と
っ
て
の
金
閣
と
は
何
た
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
主
人
公
が
金
閣
と
結
ぶ
数
カ
年
に
及
ぶ
複
雑
な
愛
憎
関
係
の
出
発
点
が
、
主
人
公
と
彼
の
想
像
上
の

金
閣
と
の
結
び
付
き
に
始
ま
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実
在
の
金
閣
に
先
行
し
て
、
想
像
上
の
金
閣
と
の
間
に
親
密
な
関

係
を
結
ん
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　

筆
者
が
こ
の
点
に
拘
泥
す
る
の
は
、「
金
閣
寺
」
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
半
自
伝
的
な
「
詩
を
書
く
少
年
」（『
文
学
界
』
昭
和

二
九
・
八
）
の
み
な
ら
ず
、
晩
年
近
く
に
な
っ
て
書
か
れ
た
、
や
は
り
自
伝
的
な
手
記
「
太
陽
と
鉄
」（『
批
評
』
昭
和
四
〇
・
一

一
～
四
三
・
六
）
に
お
い
て
、
三
島
は
、
自
己
と
言
葉
と
の
関
係
に
言
及
す
る
中
で
、
や
は
り
同
様
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
「
詩
を
書
く
少
年
」
で
は
、
言
葉
と
の
間
に
全
く
齟
齬
を
感
じ
ず
、
言
葉
を
操
る
こ
と
で
現
実
世
界
が
容
易
に
詩
的
に
変
貌
し
う

る
と
信
じ
込
ん
で
い
る
少
年
が
登
場
す
る
が
、
彼
は
現
実
世
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
現
実
世
界
の
裏
付
け
の
な

い
言
葉
を
恣
意
的
に
操
作
す
る
こ
と
で
詩
が
生
ま
れ
る
と
錯
覚
し
て
い
る
。
作
者
は
、
こ
の
自
己
の
分
身
に
関
し
、「
事
実
彼
の
ま

だ
体
験
し
な
い
世
界
の
現
実
と
彼
の
内
的
世
界
と
の
間
に
は
、
対
立
も
緊
張
も
見
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
、
強
ひ
て
自
分
の
内
的
世

界
の
優
位
を
信
じ
る
必
要
も
な
く
、
或
る
不
条
理
な
確
信
に
よ
つ
て
、
彼
が
こ
の
世
に
い
ま
だ
に
体
験
し
て
ゐ
な
い
感
情
は
一
つ

も
な
い
と
考
へ
る
こ
と
さ
へ
で
き
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
少
年
と
「
金
閣
と
い
ふ
そ
の
字
面
、
そ
の
音
韻
か
ら
、
わ
た
し

の
心
が
描
き
だ
し
た
金
閣
は
、
途
方
も
な
い
も
の
で
あ
つ
た
」
と
か
、「
遠
い
田
の
面
が
日
に
き
ら
め
い
て
ゐ
る
の
を
見
た
り
す
れ

ば
、
そ
れ
を
見
え
ざ
る
金
閣
の
投
影
だ
と
思
つ
た
」
と
語
る
「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
と
の
間
に
全
く
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
い

ず
れ
も
、
現
実
世
界
と
の
接
点
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
可
能
な
、
現
実
世
界
へ
の
心
象
の
恣
意
的
な
投
影
と
現
実
世
界
と
の
弁
別

が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
太
陽
と
鉄
」
で
は
、
三
島
は
よ
り
直
接
的
な
表
現
で
、
自
己
と
言
葉
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
語
っ
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て
い
る
。

　

つ
ら
つ
ら
自
分
の
幼
時
を
思
ひ
め
ぐ
ら
す
と
、
私
に
と
つ
て
は
、
言
葉
の
記
憶
は
肉
体
の
記
憶
よ
り
も
は
る
か
に
遠
く
ま

で
溯
る
。
世
の
つ
ね
の
人
に
と
つ
て
は
、
肉
体
が
先
に
訪
れ
、
そ
れ
か
ら
言
葉
が
訪
れ
る
の
で
あ
ら
う
に
、
私
に
と
つ
て
は
、

ま
づ
言
葉
が
訪
れ
て
、
ず
つ
と
あ
と
か
ら
、
甚
だ
気
の
進
ま
ぬ
様
子
で
、
そ
の
と
き
す
で
に
観
念
的
な
姿
を
し
て
ゐ
た
と
こ

ろ
の
肉
体
が
訪
れ
た
が
、
そ
の
肉
体
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
言
葉
に
蝕
ま
れ
て
ゐ
た
。

　

比
喩
と
し
て
な
ら
と
も
か
く
、
言
葉
と
自
分
と
の
歴
史
を
振
り
返
る
自
己
分
析
と
し
て
見
る
な
ら
、
極
め
て
粗
雑
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
少
年
の
三
島
は
「
言
葉
に
蝕
ま
れ
て
ゐ
た
」
の
で
は
な
く
、
観
念
に
「
蝕
ま
れ
て
ゐ
た
」
の
だ
か
ら
。
換
言
す
る
と
、

言
葉
を
自
分
の
恣
意
の
命
ず
る
ま
ま
に
操
作
し
う
る
も
の
と
い
う
錯
覚
の
虜
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
が
有
す

る
社
会
性
、
公
共
性
を
無
視
す
る
限
り
に
お
い
て
、
言
葉
は
少
年
の
あ
た
か
も
忠
実
な
下
僕
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
が
、
い
っ
た

ん
は
、
社
会
や
共
同
体
で
の
公
認
を
経
て
い
る
以
上
、
少
年
が
恣
意
的
に
自
分
の
夢
を
紡
い
で
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
よ
う
が
、

言
葉
で
純
然
た
る
主
人
公
の
夢
想
な
ど
描
き
よ
う
が
な
い
。「
詩
を
書
く
少
年
」
で
は
、
思
春
期
に
及
ん
で
、
自
分
も
現
実
世
界
を

生
き
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
愕
然
と
す
る
と
い
う
少
年
を
描
く
こ
と
で
、
作
者
は
恣
意
的
な
抒
情
的
世
界
に
安
住
し
て
い
た
自

己
を
剔
出
せ
ん
と
し
た
と
言
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
三
島
は
自
分
の
ど
う
い
う
点
が
許
せ
な
か
っ
た
の
か
。
思
う
に
、
そ
れ
は
自
分
が
抒
情
的
世
界
に
耽
溺
し
て
い
た

こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
分
の
固
有
の
世
界
と
錯
覚
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。「
金
閣
寺
」
に
お
け
る
主

人
公
は
、
決
し
て
言
葉
の
虜
囚
だ
っ
た
と
は
言
わ
な
い
が
、
彼
の
吃
音
と
い
う
生
得
の
条
件
は
、
必
然
的
に
彼
の
言
葉
の
社
会
性

を
稀
薄
に
し
、
逆
に
彼
の
恣
意
的
な
観
念
に
隷
従
す
る
こ
と
を
促
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
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は
、
紛
れ
も
無
く
「
詩
を
書
く
少
年
」
と
通
底
す
る
。

　

小
説
「
金
閣
寺
」
で
、
終
始
問
題
に
さ
れ
、
関
心
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
内
面
の
観
念
と
し
て
の
金
閣
で
あ
っ

て
、
実
在
の
金
閣
で
は
な
い
。
敗
戦
を
境
に
し
て
、
主
人
公
と
金
閣
と
の
関
係
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
か
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る

が
、
変
わ
っ
た
の
は
主
人
公
を
取
り
囲
む
時
代
状
況
だ
け
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
、
主
人
公
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
幼
時
に
父

か
ら
教
え
ら
れ
る
こ
と
で
内
面
に
作
り
上
げ
た
金
閣
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
外
界
か
ら
遮
断
さ
れ
た
主
人
公
の
意
識
世
界
に

お
い
て
、
主
人
公
の
現
実
憎
悪
の
程
度
に
応
じ
て
彩
色
さ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
当
然
な
が
ら
、
内
面
の
金
閣
と
実
在
の
金
閣

と
の
間
に
は
大
き
な
懸
隔
が
あ
り
、
実
際
に
主
人
公
が
最
初
に
実
在
の
金
閣
を
眼
前
に
し
た
と
き
、
大
き
な
戸
惑
い
を
覚
え
た
と

の
叙
述
が
あ
る
。
た
だ
、
戦
争
と
い
う
時
代
状
況
は
、
外
界
の
金
閣
も
空
襲
に
よ
っ
て
焼
亡
す
る
可
能
性
を
付
与
さ
れ
た
こ
と
で
、

同
じ
運
命
を
共
有
す
る
と
の
認
識
を
主
人
公
に
も
た
ら
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
間
の
小
説
展
開
は
、
き
わ
め
て
論
理
的
で
あ

り
、
二
つ
の
金
閣
が
本
質
的
に
別
物
で
あ
り
つ
つ
も
、
時
代
が
両
者
の
一
体
感
を
主
人
公
に
感
じ
さ
せ
た
と
の
説
明
は
明
快
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
三
島
が
し
ば
し
ば
戦
争
を
甘
美
な
体
験
と
し
て
回
想
し
た
こ
と
と
の
照
応
が
認
め
ら
れ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
戦
争
末
期
と
自
身
と
の
幸
福
な
関
係
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
戦
後
社
会
と
三
島
と
の
関
係
の
不
幸

が
鮮
明
に
浮
き
彫
り
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　

二　

《
見
る
》
か
ら
《
聞
く
》
へ

　

三
島
由
紀
夫
の
主
要
作
品
の
多
く
に
お
い
て
は
、
こ
と
に
作
家
存
在
と
し
て
の
自
己
が
抱
懐
す
る
問
題
を
付
託
さ
れ
つ
つ
執
筆

さ
れ
た
作
品
に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
主
題
は
ほ
と
ん
ど
主
人
公
の
独
白
を
介
し
て
し
か
語
ら
れ
な
い
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ

る
。
三
島
の
出
世
作
が
「
仮
面
の
告
白
」（
昭
和
二
四
・
七
）
と
い
う
告
白
体
小
説
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
意
味
で
も
暗
示
的
で
あ
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る
。
晩
年
の
『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
傾
向
は
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。『
豊
饒
の
海
』
第
三
、
四
巻
が
そ
の
最
た

る
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
三
人
称
小
説
た
る
べ
き
必
然
性
が
読
者
に
は
全
く
見
出
せ
な
い
ま
で
に
、
そ
の
作
品
世
界
は
主
人
公
の

本
多
繁
邦
の
独
白
で
塗
り
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
多
繁
邦
に
限
ら
ず
、
多
分
に
作
者
自
身
を
投
影
し
た
主
人
公

た
ち
は
、
執
拗
な
ま
で
に
自
虐
的
な
自
己
批
判
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
姿
を
背
後
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
断
固

拒
絶
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
た
か
も
読
者
に
対
し
て
、
主
人
公
の
放
つ
言
説
と
作
者
の
主
人
公
に
関
す
る
叙
述
の
み
で

主
人
公
の
性
格
を
捉
え
ろ
と
強
請
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
傾
向
は
、
戯
曲
に
お
い
て
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
三
島
の
舞
台
に
登
場
す
る
人
物
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
彼
ら
の
台

詞
に
よ
っ
て
自
己
紹
介
し
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
念
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
観
客
に
示
す
自
ら
の
行
為
に
よ
っ

て
自
ら
の
性
格
を
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
っ
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
も
、「
仮
面
の
告
白
」
と
「
金
閣
寺
」
が
三
島
の
主
要
作
品
の
中
で
も
、
代
表
作
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
小
説

方
法
、
基
本
性
格
等
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
具
体
的
に
説
明
す
れ
ば
、
主
人
公
が
作
中
で

終
始
《
見
る
》
側
に
自
己
を
定
位
す
る
こ
と
に
固
執
し
、
断
じ
て
《
見
ら
れ
る
》
側
に
身
を
置
き
た
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
思
う
に
、「
金
閣
寺
」
が
作
者
の
《
青
春
処
理
》
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
主
人
公
が
《
見
る
》
姿
勢

に
固
執
す
る
こ
と
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

主
人
公
の
《
見
る
》
姿
勢
へ
の
固
執
が
典
型
な
形
で
露
呈
し
て
い
る
の
は
、
主
人
公
が
女
性
と
性
交
渉
を
持
と
う
と
す
る
と
き

で
あ
る
。
次
は
、
主
人
公
が
二
度
目
に
女
性
を
抱
こ
う
と
し
て
失
敗
し
た
場
面
で
あ
る
。

　

私
は
或
る
種
の
眩
暈
が
な
か
つ
た
と
云
つ
て
は
嘘
に
な
ら
う
。
私
は
見
て
ゐ
た
。
詳
さ
に
見
た
。
し
か
し
私
は
証
人
と
な

る
に
止
ま
つ
た
。
あ
の
山
門
の
楼
上
か
ら
、
遠
い
神
秘
な
白
い
一
点
に
見
え
た
も
の
は
、
こ
の
や
う
な
一
定
の
質
量
を
持
つ
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た
肉
で
は
な
か
つ
た
。
あ
の
印
象
が
あ
ま
り
に
永
く
醗
酵
し
た
た
め
に
、
目
前
の
乳
房
は
、
肉
そ
の
も
の
で
あ
り
、
一
個
の

物
質
に
し
か
す
ぎ
な
く
な
つ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
何
事
か
を
愬
へ
か
け
、
誘
ひ
か
け
る
肉
で
は
な
か
つ
た
。
存
在
の
味
気
な

い
証
拠
で
あ
り
、
生
の
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
た
だ
そ
こ
に
露
呈
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

　

ま
だ
私
は
嘘
を
つ
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
さ
う
だ
。
眩
暈
に
見
舞
は
れ
た
こ
と
は
た
し
か
だ
つ
た
。
だ
が
私
の
目
は
あ
ま
り

に
も
詳
さ
に
見
、
乳
房
が
女
の
乳
房
で
あ
る
こ
と
を
通
り
す
ぎ
て
、
次
第
に
無
意
味
な
断
片
に
変
貌
す
る
ま
で
の
、
逐
一
を

見
て
し
ま
つ
た
。

　

…
…
ふ
し
ぎ
は
そ
れ
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
か
う
し
た
い
た
ま
し
い
経
過
の
果
て
に
、
や
う
や
く
そ
れ
が
私
の
目
に
美

し
く
見
え
だ
し
た
の
で
あ
る
。
美
の
不
毛
の
不
感
の
性
質
が
そ
れ
に
賦
与
さ
れ
て
、
乳
房
は
私
の
目
の
前
に
あ
り
な
が
ら
、

徐
々
に
そ
れ
自
体
の
原
理
の
裡
に
と
ぢ
こ
も
つ
た
。
薔
薇
が
薔
薇
の
原
理
に
と
ぢ
こ
も
る
や
う
に
。

　

私
に
は
美
は
遅
く
来
る
。
人
よ
り
も
遅
く
、
人
が
美
と
官
能
と
を
同
時
に
見
出
だ
す
と
こ
ろ
よ
り
も
、
は
る
か
に
後
か
ら

来
る
。
み
る
み
る
乳
房
は
全
体
と
の
聯
関
を
取
戻
し
、
…
…
肉
を
乗
り
超
え
、
…
…
不
感
の
し
か
し
不
朽
の
物
質
と
な
り
、

永
遠
に
つ
な
が
る
も
の
に
な
つ
た
。

　

私
の
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
察
し
て
も
ら
ひ
た
い
。
又
そ
こ
に
金
閣
が
出
現
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
は
、
乳
房
が
金
閣

に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。（
第
六
章
）

　

端
的
に
言
え
ば
、
主
人
公
は
女
性
に
対
し
て
性
的
不
能
に
陥
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
原
因
・
理
由
に
つ
い
て
、
主
人
公
は
「
乳
房

が
金
閣
に
変
貌
し
た
」
か
ら
だ
と
自
ら
解
説
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
主
人
公
は
眼

前
の
女
性
、
し
か
も
眷
恋
の
女
性
に
ど
う
し
て
性
的
に
欲
情
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

　

こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
眼
前
の
女
性
が
、
主
人
公
に
と
っ
て
は
生
身
の
肉
体
を
持
っ
た
女
性
と
し
て
で
な
く
、
あ
た
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か
も
の
裸
体
画
な
い
し
は
彫
刻
さ
れ
た
裸
像
と
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
女
性
の

存
在
が
ど
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
性
的
な
欲
望
の
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、「
美
し
く
見
え
だ
」
す
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ

い
て
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
経
緯
を
要
約
す
る
と
、「
眼
前
の
乳
房
」
が
「
一
個
の
物
質
」⇒

「
無
意
味

な
断
片
」⇒
「「
不
朽
の
物
質
」
へ
と
変
質
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
人
は
「
不
朽
の
物
質
」
つ
ま
り
美

に
欲
情
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
何
故
「
眼
前
の
乳
房
」
が
主
人
公
に
は
性
的
欲
望
対
象
と
し
て
で
な
く
、
美

的
対
象
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。

　

主
人
公
を
し
て
、「
眼
前
の
乳
房
」
を
美
的
対
象
と
感
じ
さ
せ
た
の
は
、
ほ
か
で
も
な
く
主
人
公
の
《
見
る
》
姿
勢
そ
の
も
の
で

は
な
い
の
か
。「
私
の
目
は
あ
ま
り
に
も
詳
さ
に
見
」
た
が
た
め
に
、
つ
ま
り
主
人
公
の
凝
視
に
よ
っ
て
、「
乳
房
が
女
の
乳
房
で

あ
る
こ
と
を
通
り
す
ぎ
て
」
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
主
人
公
に
お
け
る
《
見
る
》
は
そ
も
そ
も
何
を
意
味

す
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
対
象
を
美
し
い
と
感
じ
る
と
き
、
そ
の
対
象
に
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
脳
裏
に
宿

る
美
的
観
念
を
投
影
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。《
見
る
》
と
い
う
視
線
を
介
し
て
、
人
は
対
象
に
自
ら
の
美
的
理
想
と
の

幸
福
な
照
応
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、「
金
閣
寺
」
の
主
人
公
に
と
っ
て
、「
眼
前
の
乳
房
」
を

《
見
る
》
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
記
憶
の
中
で
「
醱
酵
」
を
経
て
形
成
さ
れ
た
、「
乳
房
」
に
関
す
る
美
的
な
観
念
（
理
想
）
を
投

影
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
当
然
な
が
ら
、
純
粋
な
美
的
観
念
を
具
象
化
し
た
「
乳
房
」
の
前
で
は
、
現

実
存
在
と
し
て
の
肉
の
「
乳
房
」
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
わ
け
で
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
乳
房
」
は
「
無
意
味
な
断
片
」
と
し
か
感
じ
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
「
乳
房
」
が
「
私
の
目
に
美
し
く
見
え
だ
し
た
」
の
は
、
い
っ
た
ん
現
実
的
、
世
俗
的
な

意
味
や
価
値
を
喪
失
し
た
「
乳
房
」
は
、
今
度
は
《
見
る
》
者
の
観
念
を
忠
実
に
反
映
す
る
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
の
機
能
を
果
た

し
た
か
ら
で
は
な
い
か
。「
乳
房
が
金
閣
に
変
貌
し
た
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
の
謂
で
あ
る
。

景 83

胸「金閣寺」論



　

以
上
の
よ
う
に
、
主
人
公
に
と
っ
て
《
見
る
》
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
脳
裏
に
棲
息
す
る
「
金
閣
（
美
）」
に
支
配
さ
れ
て
生
き

る
こ
と
で
あ
り
、
外
界
の
現
実
存
在
の
意
味
や
価
値
を
こ
の
美
的
観
念
を
基
準
に
し
て
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
二
度
の
女
性
と
の
性
交
渉
に
失
敗
し
た
後
、
主
人
公
は
金
閣
へ
の
憎
悪
感
を
募
ら
せ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
主

人
公
に
と
っ
て
、
金
閣
に
よ
っ
て
「
又
も
や
私
は
人
生
か
ら
隔
て
ら
れ
た
！
」
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

主
人
公
は
自
ら
を
金
閣
の
支
配
か
ら
解
放
す
べ
く
、
金
閣
の
放
火
を
決
意
す
る
の
だ
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、

主
人
公
の
音
楽
と
の
出
遭
い
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
主
人
公
に
尺
八
の
手
ほ
ど
き
を
し
、
音
楽
の
世
界
へ
の
先
導
役
を
し
た

の
は
、
内
翻
足
の
障
害
を
抱
え
つ
つ
も
、
主
人
公
の
よ
う
に
内
界
に
閉
じ
こ
も
り
、
金
閣
の
被
支
配
に
甘
ん
じ
る
こ
と
も
な
く
現

実
世
界
を
生
き
る
柏
木
で
あ
る
。

　

柏
木
を
深
く
知
る
に
つ
れ
て
わ
か
つ
た
こ
と
だ
が
、
彼
は
永
保
ち
す
る
美
が
き
ら
ひ
な
の
で
あ
つ
た
。
た
ち
ま
ち
消
え
る

音
楽
と
か
、
数
日
の
う
ち
に
枯
れ
る
活
け
花
と
か
、
彼
の
好
み
は
さ
う
い
ふ
も
の
に
限
ら
れ
、
建
築
や
文
学
を
憎
ん
で
ゐ
た
。

彼
が
金
閣
へ
や
つ
て
来
た
の
も
、
月
の
照
る
間
の
金
閣
だ
け
を
索
め
て
来
た
の
に
相
違
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
音
楽
の

美
と
は
何
と
ふ
し
ぎ
な
も
の
だ
！　

吹
奏
者
が
成
就
す
る
そ
の
短
か
い
美
は
、
一
定
の
時
間
を
純
粋
な
持
続
に
変
へ
、
確
実

に
繰
り
返
さ
れ
ず
、
蜉
蝣
の
や
う
な
短
命
の
生
物
を
さ
な
が
ら
、
生
命
そ
の
も
の
の
完
全
な
抽
象
で
あ
り
、
創
造
で
あ
る
。

音
楽
ほ
ど
生
命
に
似
た
も
の
は
な
く
、
同
じ
美
で
あ
り
な
が
ら
、
金
閣
ほ
ど
生
命
か
ら
遠
く
、
生
を
侮
蔑
し
て
見
え
る
美
も

な
か
つ
た
。（
第
六
章
）

　

要
す
る
に
、「
音
楽
の
美
」
は
金
閣
の
美
と
は
対
照
的
で
、
時
間
と
と
も
に
発
生
し
、
時
間
と
と
も
に
消
滅
す
る
性
質
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
主
人
公
は
、
あ
ら
た
に
金
閣
と
は
別
次
元
の
美
が
実
在
し
う
る
こ
と
を
教
え
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ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
言
う
と
、
こ
れ
ま
で
の
主
人
公
は
《
見
る
》
を
介
し
て
し
か
、
つ
ま
り

金
閣
を
介
し
て
し
か
外
界
と
関
係
を
結
べ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
あ
ら
た
に
《
聴
く
》
を
介
し
て
外
界
・
現
実
世
界
と
関
係
を
結

べ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
　
　

三　

金
閣
放
火
の
動
機

　
「
金
閣
寺
」
と
「
仮
面
の
告
白
」
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
多
く
の
符
合
点
の
中
で
、
最
も
重
要
な
の
は
、
い
ず
れ
も
、
死
の
予
感

だ
け
を
頼
り
に
辛
う
じ
て
生
に
耐
え
得
た
主
人
公
が
、
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
敗
戦
後
の
現
実
世
界
を
如
何
に
し
て
生
き
る
か
、

を
主
題
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
小
説
に
も
、
主
人
公
に
と
っ
て
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
が
多
く
の
日
本
人
と
は

反
対
に
、
絶
望
的
な
体
験
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
た
だ
、「
仮
面
の
告
白
」
で
は
、
園
子
と
の
疑
似
恋
愛

と
い
う
仮
面
に
よ
り
、
か
ろ
う
じ
て
日
常
世
界
と
の
接
点
を
も
っ
て
い
た
主
人
公
が
、
ヤ
ク
ザ
の
若
者
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、

非
日
常
へ
と
連
れ
戻
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
結
末
段
階
で
主
人
公
の
抱
懐
す
る
課
題
は
先
送
り
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
金
閣

寺
」
で
は
、
主
人
公
が
金
閣
へ
の
放
火
を
果
た
す
こ
と
で
、
現
実
と
の
接
点
を
保
持
し
得
た
と
い
う
点
で
、
つ
ま
り
そ
の
結
末
に

お
い
て
、
両
者
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
ん
に
そ
れ
だ
け
の
違
い
な
ら
、「
金
閣
寺
」
に
お
い
て
、
三
島
は
曲
が

り
な
り
に
も
現
実
と
の
接
点
を
求
め
よ
う
と
し
た
点
で
、「
仮
面
の
告
白
」
か
ら
格
段
の
成
長
を
遂
げ
た
、
と
い
う
評
に
落
ち
着
い

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

主
人
公
の
言
葉
に
従
え
ば
、
読
者
は
、
太
平
洋
戦
争
で
の
日
本
の
敗
戦
を
機
に
、
主
人
公
と
金
閣
と
の
関
係
が
根
本
的
に
変

わ
っ
た
と
あ
る
の
で
、
あ
た
か
も
物
語
の
展
開
が
こ
こ
を
境
目
に
大
転
換
す
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
抱
く
か
も
し
れ
な
い
。
が
、

主
人
公
の
「
外
界
」（
＝
現
実
世
界
）
と
の
関
係
の
取
り
方
と
い
う
点
で
は
、
敗
戦
の
前
・
後
に
お
い
て
本
質
的
な
差
異
は
な
い
。
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主
人
公
の
金
閣
と
の
関
係
の
持
ち
方
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
敗
戦
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
「
破
滅
と
所
有
の
両
様
の
可
能
性
は

い
ぜ
ん
と
し
て
か
れ
の
前
に
あ
る
」（
三
好
行
雄
『
作
品
論
の
試
み
』
昭
和
四
二
・
六
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
金
閣
寺
」
で
大

き
な
転
機
と
な
る
は
ず
だ
っ
た
の
は 
―
― 
こ
の
こ
と
は
も
っ
と
重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
だ
が 
―
―
、
主
人
公

が
「
金
閣
の
目
」（
第
七
章
）
に
囚
わ
れ
て
い
る
自
己
を
発
見
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

　
「
金
閣
の
目
」
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
が
、
後
に
現
実
生
活
へ
と
出
立
す
る
た
め
に
は
、
金
閣
放
火
を
断
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
を
生
み
出
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
、「
金
閣
の
目
」
の
捕
囚
た
る
こ
と
の
自
覚
か
ら
放
火
に
い
た
る

経
路
は
、
な
に
ゆ
え
か
あ
ま
り
に
も
紆
余
曲
折
が
あ
り
す
ぎ
る
。
こ
の
点
は
、
発
表
当
時
す
で
に
「
老
師
の
女
遊
び
を
知
つ
た
こ

と
を
（
金
閣
寺
か
ら
の
）
出
奔
と
放
火
と
の
直
接
の
動
機
と
見
立
て
た
あ
た
り
、
合
理
的
な
関
連
を
た
ど
り
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ

る
」（『
週
間
朝
日
』
昭
和
三
一
・
一
一
・
一
八
）
と
い
う
よ
う
に
、
放
火
に
い
た
る
主
人
公
の
内
的
必
然
性
に
お
い
て
必
ず
し
も

鮮
明
で
な
い
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
放
火
の
動
機
を
め
ぐ
る
解
釈
が
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
た
ま
ま
現
在
に

い
た
る
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

筆
者
が
考
え
る
に
、
主
人
公
は
自
ら
の
目
が
「
金
閣
の
目
」
た
る
こ
と
を
自
覚
し
た
時
点
で
、
動
機
小
説
と
し
て
の
目
的
は
達

成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
者
の
念
頭
に
は
、
主
人
公
を
し
て
金
閣
放
火
を
敢
行
さ

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
生
き
る
こ
と
の
困
難
が
、「
金
閣
の
目
」
の
捕
囚
た
る
こ
と
を
知
っ
た
以
上
、
本
当
な
ら
、
主
人
公
は

そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
べ
き
な
の
に
、
金
閣
放
火
が
そ
れ
と
直
接
に
結
び
付
か
な
い
以
上
は
、
作
者
は
別
種
の
動
機
を
主
人

公
に
準
備
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
見
合
理
的
な
、
そ
の
実
些
末
的
な
放
火
の
動
機
を
挿
入
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
所
以

だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
主
人
公
は
、
自
分
を
呪
縛
し
て
や
ま
な
い
金
閣
へ
の
憎
悪
か
ら
放
火
し
よ
う
と
決
意
し
た
こ
と
も
、
そ
の

金
閣
と
心
中
し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
、
作
品
の
叙
述
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
だ
け
は
否
定
で
き
な
い
。

　

三
島
の
自
作
解
説
に
よ
れ
ば
、「
金
閣
寺
」
に
お
い
て
「
や
つ
と
私
は
、
自
分
の
気
質
を
完
全
に
利
用
し
て
、
そ
れ
を
思
想
に
晶
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化
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
に
安
心
し
て
立
戻
り
、
そ
れ
は
曲
り
な
り
に
も
成
功
し
て
、
私
の
思
想
は
作
品
の
完
成
と
同
時
に
完
成

し
て
、
さ
う
し
て
死
ん
で
し
ま
ふ
」（「
十
八
歳
と
三
十
四
歳
の
肖
像
画
」『
群
像
』
昭
和
三
四
・
五
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
者

側
の
動
機
と
い
う
点
で
は
、
な
る
ほ
ど
「
金
閣
寺
」
が
作
者
の
《
青
春
処
理
》
を
企
図
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
は
否
定

で
き
ま
い
。
が
、
本
当
に
「
私
の
思
想
は
作
品
の
完
成
と
同
時
に
完
成
し
て
、
さ
う
し
て
死
ん
で
し
ま
」
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ

ら
に
、
そ
も
そ
も
「
作
品
の
完
成
と
同
時
に
」
作
者
の
「
思
想
」
が
「
死
ん
で
し
ま
ふ
」
と
は
、
三
島
に
あ
っ
て
は
ど
う
い
う
こ

と
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
金
閣
寺
」
以
降
の
諸
作
品
を
検
討
し
た
限
り
で
は
、
筆
者
に
は
、
こ
の
三
島
の
自
作
解
説
が
と
て
も
信
じ
が
た
い
の
で
あ
る
。

三
島
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
小
林
秀
雄
や
中
村
光
夫
が
私
小
説
批
判
に
際
し
、
そ
れ
に
対
置
さ
せ
る
べ
く
し
ば
し
ば
提
示
す
る
、
近

代
レ
ア
リ
ス
ム
作
家
を
め
ぐ
る
教
科
書
的
モ
チ
ー
フ
論
と
変
わ
ら
な
い
。「
金
閣
寺
」
に
見
え
隠
れ
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
判
で

押
し
た
よ
う
な
《
青
春
処
理
》
的
自
己
批
判
の
モ
チ
ー
フ
な
ど
で
は
な
い
。
そ
こ
に
露
呈
し
て
い
る
の
は
、
広
汎
な
三
島
の
創
作

活
動
の
原
動
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
恩
恵
に
よ
っ
て
作
家
存
在
た
り
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
自
身
の
論
理
で
は
そ
れ
を

許
容
で
き
な
か
っ
た
と
で
も
言
う
べ
き
自
己
の
資
質
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
こ
の
資
質
に
対
す
る
三
島
の
複
雑
な
憎
悪
愛
的
な
感
情

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
金
閣
寺
」
で
、
そ
れ
以
前
の
自
己
の
資
質
と
完
全
に
訣
別
し
得
た
、
す
な
わ
ち
《
青

春
処
理
》
に
「
曲
り
な
り
に
も
成
功
し
た
」
と
三
島
が
勘
違
い
し
た
点
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
信
じ
込
も
う
と
し
た
点
に
こ
そ
、

「
金
閣
寺
」
直
後
か
ら
晩
年
に
か
け
て
の
、
表
面
的
に
は
多
産
で
派
手
に
に
見
え
つ
つ
、
実
際
に
は
困
難
な
執
筆
活
動
を
強
い
ら

れ
た
遠
因
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
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お
わ
り
に

　
「
仮
面
の
告
白
」
と
同
様
、「
金
閣
寺
」
に
お
い
て
も
、
主
人
公
が
現
実
社
会
と
直
面
す
る
の
は
、
つ
ま
り
人
生
と
取
り
組
み
始

め
る
の
は
敗
戦
後
で
あ
る
。
戦
前
に
お
い
て
は
、
現
実
社
会
は
戦
時
体
制
と
い
う
一
種
の
非
日
常
性
を
常
態
と
し
て
い
た
が
故

に
、
三
島
に
と
っ
て
、
本
質
的
に
御
伽
噺
の
世
界
と
違
っ
た
も
の
と
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
（「
仮
面
の
告
白
」）。
無
論
、

こ
れ
は
戦
後
社
会
と
直
面
す
る
羽
目
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
苦
痛
に
感
じ
ら
れ
、
は
じ
め
て
反
省
的
に
捉
え
直
さ
れ
た
幼
少
年
期
の

美
化
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
作
者
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
「
仮
面
の
告
白
」
で
明
確
に
図
式
化
さ
れ
、「
詩
を
書
く
少
年
」

や
「
海
と
夕
焼
」（『
群
像
』
昭
和
三
〇
・
一
）
な
ど
を
経
て
、「
金
閣
寺
」
で
最
も
典
型
的
、
か
つ
象
徴
的
な
題
材
と
な
り
得
た
の

で
あ
る
。

　
「
金
閣
寺
」
で
は
、
戦
前
ま
で
の
叙
述
は
す
べ
て
序
章
的
性
格
を
持
た
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。「
仮
面
の
告
白
」
で
、

神
西
清
ら
か
ら
、
後
半
部
、
つ
ま
り
戦
後
に
対
応
す
る
部
分
の
叙
述
に
対
し
て
批
判
を
受
け
た
以
上
、「
金
閣
寺
」
の
戦
後
の
叙
述

で
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
す
訳
に
は
い
か
な
か
っ
た
。「
告
白
」
と
異
な
り
、「
金
閣
寺
」
で
は
終
戦
を
迎
え
て
か
ら
内
面
の
《
ド
ラ

マ
》
ら
し
き
も
の
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
末
期
が
「
私
が
金
閣
と
最
も
親
し
み
、
そ
の
安
否
を
気
づ
か
ひ
、
そ
の
美
に
溺
れ

た
時
期
で
あ
る
」（
第
二
章
）
と
規
定
さ
れ
る
の
に
対
し
、
終
戦
と
は
「
美
が
そ
こ
に
を
り
、
私
は
こ
ち
ら
に
ゐ
る
と
い
ふ
事
態
。

こ
の
世
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
渝
ら
ぬ
事
態
」（
第
三
章
）
と
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
「
不
変
の
も
の
、
永

遠
な
も
の
、
日
常
の
な
か
に
融
け
込
ん
で
ゐ
る
仏
教
的
な
時
間
の
復
活
に
他
な
ら
な
か
つ
た
」（
同
前
）
と
語
ら
れ
る
。
終
戦
を
境

に
し
た
、
こ
う
し
た
戦
前
・
戦
後
の
主
人
公
の
状
況
認
識
は
、「
花
ざ
か
り
の
森
」（
同
殿
共
床
）
か
ら
「
仮
面
の
告
白
」、「
金
閣

寺
」
を
経
て
『
豊
饒
の
海
』
に
至
る
ま
で
全
く
変
わ
ら
な
い
。「
金
閣
寺
」
で
は
そ
れ
が
最
も
図
式
的
、
典
型
的
に
叙
述
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
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な
お
、
主
人
公
が
人
生
（
＝
女
）
と
関
係
を
持
と
う
と
す
る
場
面
が
、
二
度
に
わ
た
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
に
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
試
み
の
挫
折
の
結
果
と
し
て
、

金
閣
へ
の
憎
悪
の
念
が
強
ま
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
と
し
て
、
主
人
公
と
金
閣
と
の
間
が
一
種
の
愛
憎
の
関

係
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
特
に
後
者
に
注
目
し
た
い
。
と
言
う
の

も
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
主
人
公
が
、
自
分
が
現
実
世
界
と
向
か
い
合
う
と
き
、「
金
閣
の
目
」
を
介
し
て
見
て
し
ま
う
こ
と
を
自

覚
し
た
か
ら
で
あ
る
。
本
当
は
、
人
生
に
出
立
す
る
た
め
に
は
、
主
人
公
は
金
閣
で
は
な
く
、「
金
閣
の
目
」
を
こ
そ
否
定
す
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
三
好
を
は
じ
め
と
す
る
、
多
く
の
批
評
家
た
ち
が
異
口
同
音
に
言
う
ほ
ど
に
は
、「
金
閣
寺
」
と
い
う
小
説
は
、

規
矩
整
然
と
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
古
典
主
義
的
と
評
す
ほ
ど
に
は
論
理
的
、
必
然
的
な
展
開
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
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