
小
川
未
明
と
象
徴
主
義

―
「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
―

 

高　
　

橋　
　

幸　
　

平

一　

象
徴
主
義
作
家
と
し
て
の
小
川
未
明

現
在
、
小
川
未
明
は
、
主
に
「
赤
い
蝋
燭
と
人
魚
」（
大
正
十
年
二
月
十
六
日
〜
二
十
日
、「
朝
日
新
聞
」）
や
「
野
薔
薇
」（『
小
さ

な
草
と
太
陽
』（
大
正
十
一
年
九
月
、
赤
い
鳥
社
）
所
収
）
と
い
っ
た
幻
想
的
な
童
話
に
よ
っ
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
。
し
か
し
未
明

の
作
家
活
動
は
、
大
人
向
け
の
小
説
、
し
か
も
極
め
て
独
特
な
小
説
を
発
表
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
初
期
に
あ
た
る
明
治

四
十
年
前
後
の
作
品
は
、
文
学
史
に
お
い
て
、
新
ロ
マ
ン
主
義
あ
る
い
は
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
小
説
と
呼
ば
れ
る
。
未
明
自
身

も
新
ロ
マ
ン
主
義
文
学
を
研
究
す
る
青
鳥
会
を
開
き
、
自
ら
を
ネ
オ
・
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
作
家
で
あ
る
と
称
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
未
明
に
対
す
る
評
を
調
査
す
る
と
、
彼
を
新
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
と
し
て
認
知
し
て
い
る
も
の
と
同

じ
く
ら
い
、
彼
を
象
徴
主
義
の
小
説
家
と
認
め
る
よ
う
な
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。

そ
の
具
体
例
を
い
く
つ
か
年
代
順
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
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未
明
の
処
女
短
編
集
『
愁
人
』（
明
治
四
十
年
六
月
、
隆
文
館
）
の
序
文
で
、
逍
遙
が
彼
を
「
其
の
作
ら
れ
た
る
人
に
あ
ら
ず
し
て
、

生
れ
た
る
人
た
る
こ
と
は
争
う
べ
か
ら
ず
」
と
評
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
矢
継
ぎ
早
に
第
二
短
編
集
『
緑
髪
』（
明
治

四
十
年
十
二
月
、
隆
文
館
）
を
出
し
た
未
明
は
、
春
陽
堂
よ
り
第
三
の
短
編
集
『
惑
星
』（
明
治
四
十
二
年
二
月
）
を
上
梓
し
た
が
、「
東

京
二
六
新
聞
」（
明
治
四
十
二
年
二
月
二
十
五
日
）
は
こ
の
第
三
短
編
集
に
つ
い
て
、「『
惑
星
』
は
未
明
氏
が
最
近
の
試
み
と
も
云
ふ

可
き
、
神
秘
主
義
、
象
徴
主
義
の
作
品
を
網
羅
し
て
居
る
」
と
そ
の
傾
向
を
述
べ
、「
殊
に
『
暁
』
の
一
篇
の
如
き
は
、
シ
ン
ボ
リ
ズ

ム
の
成
功
せ
る
作
物
だ
と
思
つ
た
」
と
書
中
の
一
作
を
褒
賞
し
て
い
る
。
ま
た
、
相
馬
御
風
「
小
川
未
明
氏
の
近
業
」（
明
治
四
十
五

年
七
月
、「
早
稲
田
文
学
」）
に
も
、
象
徴
主
義
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
た
未
明
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。
御
風
と
未
明
は
同
郷
の
友
で
、

こ
の
論
は
「
ま
と
ま
っ
た
未
明
論
と
し
て
最
初
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
未
明
論
の
ひ
と
つ
の
礎
を
固
め
た
も
の一

」
で
あ
る
と
さ
れ
、
小

説
家
未
明
の
評
価
の
実
態
を
知
る
に
あ
た
り
、
右
、
逍
遙
の
序
と
並
ん
で
特
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
論
中
、
御
風
は
ベ
ル
ギ
ー
の
象

徴
主
義
作
家
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
を
ロ
シ
ア
の
象
徴
主
義
作
家
ア
ン
ド
レ
ー
エ
フ
な
ど
と
比
較
し
て
、「
前
者
の
作
の
如
何
に
超
現
実
的

に
し
て
後
者
の
作
の
如
何
に
現
実
的
で
あ
る
」
か
を
強
調
し
、「
最
近
に
於
け
る
未
明
氏
の
創
作
上
の
変
化
は
、
正
し
く
此
の
マ
ー
テ

ル
リ
ン
ク
の
象
徴
主
義
か
ら
ロ
シ
ヤ
象
徴
主
義
へ
の
転
化
で
あ
る
」
と
分
析
す
る
。
こ
れ
は
未
明
の
象
徴
主
義
の
内
実
が
変
化
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
未
明
が
象
徴
主
義
の
作
家
で
あ
る
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、

そ
の
翌
年
の
文
芸
時
評
、
綾
川
武
治
・
石
坂
養
平
「
十
月
の
文
壇
」（
大
正
二
年
十
一
月
、「
帝
国
文
学
」）
は
、
未
明
に
つ
い
て
、「
氏

は
一
般
に
神
秘
主
義
象
徴
主
義
の
境
地
に
踏
み
入
つ
た
も
の
と
し
て
称
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
評
し
て
お
り
、
こ
の
文
章
か
ら
は
、
小
説

家
と
し
て
の
未
明
が
一
般
的
に
神
秘
主
義
あ
る
い
は
象
徴
主
義
の
作
家
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
念
の
た
め

に
言
っ
て
お
け
ば
、
こ
の
文
芸
時
評
自
体
は
、「
吾
人
の
見
を
以
て
す
れ
ば
氏
は
真
の
神
秘
主
義
乃
至
象
徴
主
義
に
は
達
せ
ん
と
努
め

つ
ゝ
あ
つ
て
而
も
未
だ
達
し
得
ら
れ
な
い
で
ゐ
る
」
と
、
未
明
の
作
に
厳
し
い
。
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
時
評
で
も
、
彼
が
「
真

の
神
秘
主
義
乃
至
象
徴
主
義
に
は
達
せ
ん
と
努
め
つ
ゝ
」
あ
る
と
認
め
て
い
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
十
年
代
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の
未
明
に
言
及
し
た
同
時
代
評
に
は
、
そ
の
作
品
を
象
徴
主
義
的
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

で
は
こ
の
こ
と
と
、
一
方
で
彼
が
新
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う

か
。
未
明
の
作
品
に
は
新
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
を
持
っ
た
も
の
と
、
象
徴
主
義
的
な
傾
向
を
持
っ
た
も
の
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
で
は
な
く
、
一
つ
の
作
品
が
そ
の
両
方
の
傾
向
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
新
ロ
マ
ン
主
義
や
象
徴
主
義
と
呼
ば
れ

る
思
想
に
は
何
か
共
通
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
ま
ず
、
新
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義
に
関
す
る
当
時
の
認
識
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
（
二
）。
次
に
、
自
然
主
義
陣
営
か
ら
の
未
明
評
価
と
し
て
知
ら
れ
る
「
推
讃
の
辞
」
を
、
同
時
代
の

象
徴
主
義
に
関
す
る
文
脈
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
（
三
）。
最
後
に
、
未
明
の
実
作
と
象
徴
主
義
と
の
関
連
を
考
え
る
た
め
に
、
未
明

が
明
治
四
十
三
年
に
発
表
し
た
「
扉
」（「
早
稲
田
文
学
」）
に
注
目
し
、
同
時
代
の
資
料
か
ら
導
か
れ
る
こ
の
作
品
の
解
釈
が
象
徴
主

義
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
（
四
、五
）。

二　

新
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義

新
ロ
マ
ン
主
義
は
当
時
ど
の
よ
う
な
立
場
の
思
想
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
。

ま
ず
、
厨
川
白
村
『
近
代
文
学
十
講
』（
明
治
四
十
五
年
三
月
、
大
日
本
図
書
）
を
参
照
す
る
。
東
京
帝
大
で
漱
石
や
上
田
敏
ら
に

学
ん
だ
白
村
は
、
文
壇
や
一
般
の
読
者
に
西
欧
文
学
の
新
傾
向
を
紹
介
し
啓
蒙
の
役
割
を
担
っ
た
。『
近
代
文
学
十
講
』
も
や
は
り
、

西
欧
に
お
け
る
文
芸
思
潮
の
推
移
を
解
説
し
た
評
論
集
で
あ
る
。
こ
の
中
で
白
村
は
、
自
然
主
義
発
展
の
解
説
か
ら
論
を
は
じ
め
、
そ

れ
に
対
抗
す
る
非
物
質
主
義
の
文
芸
と
し
て
新
ロ
マ
ン
主
義
や
象
徴
主
義
を
取
り
あ
げ
る
。『
近
代
文
学
十
講
』
は
、
ポ
ス
ト
自
然
主

義
文
学
を
模
索
し
て
い
た
文
学
者
に
と
っ
て
は
格
好
の
手
引
き
書
で
あ
り
、
ま
た
当
時
は
こ
れ
に
類
す
る
書
が
少
な
か
っ
た
た
め
広
く
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読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

白
村
は
こ
の
中
で
「
新
浪
漫
派
」
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　

 

科
学
万
能
の
迷
夢
が
漸
く
覚
め
る
と
共
に
、
人
間
の
浅
薄
な
そ
し
て
限
あ
る
直
接
経
験
に
ば
か
り
依
頼
す
る
と
い
ふ
文
芸
上
の
傾

向
は
、
寧
ろ
下
火
と
な
つ
た
。
目
の
前
の
人
生
現
実
の
生
活
よ
り
は
更
に
ず
つ
と
深
く
遠
く
そ
の
奥
底
に
潜
む
で
ゐ
る th

e 

u
n

k
n

ow
able 

に
触
れ
や
う
と
す
る
努
力
が
始
め
ら
れ
た
。（
中
略
）
す
で
に
自
然
科
学
の
力
に
よ
つ
て
闡
明
さ
れ
た
世
界
よ
り

な
ほ
更
に
進
む
で
、未
知
の
神
秘
境
に
そ
の
意
義
を
探
ぐ
ら
う
と
す
る
こ
の
直
観
的
悟
入
の
心
境
こ
そ
、是
れ
や
が
て
今
代
の
人
々

が
内
部
生
活
の
糧
で
は
な
い
か
。reality 

と rom
an

ce 

と
の
二
つ
は
決
し
て
正
反
対
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
前
者
の
奥

深
く
に
こ
そ
真
の
ロ
オ
マ
ン
ス
や
驚ウ
ア
ン
ダ
ア異
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
全
く
架
空
的
で
あ
つ
た
昔
の
理
想
や
ロ
オ
マ
ン
ス
の
境
で
は
な

く
て
、
深
く
現
実
感
に
根
ざ
し
た
る
理
想
境
こ
そ
最
近
文
学
の
真
髄
で
あ
る
。

「
科
学
万
能
」
と
い
う
考
え
方
を
「
迷
夢
」
と
し
て
退
け
、「
自
然
科
学
の
力
に
よ
つ
て
闡
明
さ
れ
た
世
界
」
よ
り
も
一
層
深
い
所
に

「
未
知
の
神
秘
境
」
を
探
ろ
う
と
す
る
。
客
観
主
義
や
科
学
主
義
を
信
奉
し
た
自
然
主
義
と
は
異
な
り
、
現
実
の
奥
底
に
潜
む
形
而
上

の
存
在
に
悟
入
し
よ
う
と
す
る
そ
の
よ
う
な
態
度
こ
そ
が
、
新
ロ
マ
ン
主
義
の
特
徴
で
あ
り
「
最
近
文
学
の
真
髄
」
で
あ
る
と
説
明
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
全
く
の
空
想
や
理
想
を
追
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
実
に
根
ざ
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
更
に
歩
を
進

め
た
先
に
あ
る
神
秘
境
に
触
れ
る
こ
と
が
、
旧
来
の
ロ
マ
ン
主
義
と
新
ロ
マ
ン
主
義
と
を
区
別
す
る
ポ
イ
ン
ト
だ
と
い
う
。

二
つ
目
の
文
献
と
し
て
、
佐
藤
義
亮
編
『
新
文
学
百
科
精
講
』（
大
正
三
年
、
新
潮
社
）
を
見
る
。
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
書

は
「
近
代
文
学
に
就
い
て
、
其
思
想
の
方
面
よ
り
其
作
品
の
方
面
よ
り
、
系
統
的
組
織
的
に
詳
細
に
之
を
説
明
し
論
評
し
、
以
て
現
下

文
壇
の
深
切
な
る
註
解
た
ら
ん
」
こ
と
を
期
し
た
も
の
で
あ
り
、
執
筆
者
に
は
島
村
抱
月
、
昇
曙
夢
、
生
田
長
江
、
森
田
草
平
、
相
馬
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御
風
ら
が
名
を
連
ね
る
。
本
書
の
「
新
浪
漫
主
義
講
話
」
と
い
う
章
を
担
当
し
た
長
江
は
、
新
ロ
マ
ン
主
義
を
自
然
主
義
と
比
較
し
な

が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
。

　

 
自
然
主
義
は
現
実
を
重
ん
じ
客
観
を
旨
と
す
る
文
学
で
あ
る
。
物
質
主
義
を
立
場
と
し
、
科
学
的
精
神
を
背
景
と
す
る
文
学
で
あ

る
。（
中
略
）
自
然
主
義
は
事
実
を
事
実
と
し
て
研
究
し
、
其
真
相
を
知
ら
ん
と
つ
と
め
る
。
新
浪
漫
主
義
は
事
実
を
唯
事
実
と

し
て
知
る
の
に
満
足
せ
ず
、
其
事
実
の
奥
に
潜
ん
で
ゐ
る
サ
ム
シ
ン
グ
を
感
じ
よ
う
と
す
る
。
サ
ム
シ
ン
グ

―
即
ち
科
学
的
の

研
究
で
は
迚
も
手
の
届
か
ぬ
奥
の
奥
に
潜
ん
で
ゐ
る
神
秘
の
境
を
、
強
烈
な
主
観
の
力
に
よ
つ
て
直
覚
し
て
、
そ
こ
に
事
実
の
根

本
的
意
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、「
科
学
的
精
神
」
を
主
旨
と
す
る
自
然
主
義
と
、そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
科
学
的
の
研
究
で
は
迚
も
手
の
届
か
ぬ
」

事
実
の
奥
深
く
に
潜
む
「
神
秘
の
境
」
を
志
向
す
る
新
ロ
マ
ン
主
義
と
が
対
立
す
る
図
式
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
先
に
示

し
た
白
村
の
も
の
と
ほ
と
ん
ど
等
し
い
。
自
然
主
義
と
の
関
係
を
捉
え
た
右
の
よ
う
な
見
取
り
図
は
、
新
ロ
マ
ン
主
義
に
関
す
る
当
時

の
理
解
の
公
約
数
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、『
新
文
学
百
科
精
講
』
で
も
っ
と
も
興
味
深
い
の
は
、
新
ロ
マ
ン
主
義
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
こ
の
後
の
解
説
で
あ
る
。
続

け
て
引
用
す
る
。

　

 

度
々
繰
返
す
が
、
事
象
の
真
生
命
、
根
本
的
意
義
（
之
を
神
秘
と
云
つ
て
も
宜
い
）、
こ
れ
が
新
浪
漫
主
義
の
目
標
と
す
る
と
こ

ろ
で
夫
を
掴
む
為
に
は
研
究
若
く
は
経
験
よ
り
も
直
覚
を
重
ん
じ
る
、
而
し
て
之
を
伝
へ
る
に
は
暗
示
を
要
す
る
、
暗
示
の
手
段

と
し
て
は
象
徴
を
用
ゐ
る
場
合
が
多
い
。
即
ち
新
浪
漫
主
義
の
一
面
は
神
秘
主
義
で
あ
る
と
共
に
象
徴
主
義
で
あ
る
。
別
言
す
れ
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ば
新
浪
漫
主
義
の
作
物
に
描
き
出
さ
れ
た
事
象
即
ち
題
材
は
其
内
部
に
潜
ん
で
ゐ
る
神
秘
を
暗
示
し
よ
う
と
す
る
象
徴
で
あ
る
場

合
が
多
い
。

新
ロ
マ
ン
主
義
の
目
標
に
言
及
し
た
前
半
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
「
事
象
の
真
生
命
、根
本
的
意
義
」

を
「
伝
へ
る
」
方
法
、
す
な
わ
ち
新
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
表
現
手
段
に
つ
い
て
触
れ
た
後
半
部
で
あ
る
。
新
ロ
マ
ン
主
義
の
作
品
は
眼

に
見
え
る
も
の
を
描
く
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
事
実
を
描
く
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
奥
に
あ
る
は
ず
の
、
科
学

で
は
把
握
で
き
な
い
形
而
上
の
「
神
秘
」
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自
然
主
義
の
表
現
方
法
で
あ
る
写
実
で
は
そ
の
「
神
秘
」
を

読
者
に
感
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
写
実
で
表
現
で
き
る
も
の
は
、
視
覚
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
事
象
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
新
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
が
取
り
得
る
表
現
方
法
は
、
写
実
で
は
な
く
暗
示
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
暗
示

す
る
た
め
に
は
象
徴
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
新
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学
作
品
は
、
表
現
方
法
の
面
に
お
い
て
は
象
徴
主
義
で

あ
る
。
長
江
の
主
張
に
言
葉
を
補
う
と
、
だ
い
た
い
右
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

念
の
た
め
、
長
江
が
こ
の
文
章
で
意
味
し
て
い
る
「
象
徴
主
義
」「
象
徴
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

彼
の
編
集
し
た
『
文
学
新
語
小
辞
典
』（
大
正
二
年
、
新
潮
社
）
は
、
そ
の
凡
例
に
よ
れ
ば
、「
あ
く
ま
で
常
識
的
な
ら
ん
事
を
つ
と
め
」、

「
文
学
初
心
者
の
便
に
供
し
よ
う
と
す
る
」
辞
典
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
辞
典
を
参
照
す
る
こ
と
で
、「
象
徴
」
や
「
象
徴
主
義
」

に
つ
い
て
の
当
時
の
常
識
的
な
理
解
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。「
象
徴
」
の
項
を
引
く
と
「
象か
た
ちの
無
い
も
の
に
象
を
与
へ
て
示
す
場
合
、

た
と
へ
ば
、
純
潔
清
浄
と
い
ふ
観
念
を
あ
ら
は
す
に
白
色
を
以
て
し
、
悲
哀
と
か
死
と
か
を
あ
ら
は
す
に
黒
い
色
を
以
て
す
る
な
ど
」

と
い
う
説
明
を
得
る
。
こ
こ
で
「
象
徴
」
と
い
う
語
は
、
眼
に
見
え
な
い
抽
象
的
な
も
の
を
目
に
見
え
る
具
体
物
に
よ
っ
て
暗
示
す
る

と
い
う
、
表
現
上
の
一
手
段
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
に
お
い
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
象
徴
」
の
意
味
に
比
し

て
大
差
は
な
い
。
ま
た
、「
象
徴
主
義
」
は
「
表
現
の
方
法
と
し
て
、
象
徴
を
用
ゐ
る
事
を
旨
と
す
る
主
義
」
と
説
か
れ
、
主
に
表
現
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上
の
一
主
義
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
文
学
新
語
小
辞
典
』
の
こ
の
よ
う
な
語
釈
を
踏
ま
え
、
先
の
引
用
で
述
べ
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
簡
潔
に
言
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
新
ロ
マ
ン
主
義
文
学
は
そ
の
哲
学
的
背
景
の
た
め
に
表
現
方
法
と
し
て
は
象
徴
が
用

い
ら
れ
る
。
そ
し
て
象
徴
が
多
く
用
い
ら
れ
る
作
品
と
は
象
徴
主
義
の
作
品
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
新
ロ
マ
ン
主
義
の
文
学

と
は
表
現
方
法
の
上
で
は
象
徴
主
義
の
文
学
で
あ
る
。

哲
理
上
の
新
ロ
マ
ン
主
義
、
表
現
方
法
上
の
象
徴
主
義
と
い
う
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
た
し
か
に
す
っ
き
り
し
た
説
明
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
い
さ
さ
か
象
徴
主
義
を
矮
小
化
し
た
解
説
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
は
、
長
江
も
象
徴
主
義
を
表

現
方
法
の
主
義
と
し
て
の
み
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。『
新
文
学
百
科
精
講
』
の
「
神
秘
主
義
と
象
徴
主
義
」
と
い
う
章
で
は
、

新
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

 

象
徴
主
義
は
即
ち
既
に
知
ら
れ
た
世
界
か
ら
、
未
だ
知
ら
れ
ぬ
世
界
に
行
か
う
と
す
る
努
力
が
生
み
出
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

決
し
て
単
に
情
調
芸
術
と
の
み
見
る
可
き
で
は
無
い
。
こ
の
意
味
よ
り
す
れ
ば
、
象
徴
主
義
即
ち
新
浪
漫
主
義
と
解
釈
し
て
も
差

支
無
い
の
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
象
徴
主
義
の
性
格
に
つ
い
て
、
表
現
手
段
の
範
囲
を
超
え
た
説
明
を
加
え
て
い
る
。「
象
徴
主

義
は
即
ち
既
に
知
ら
れ
た
世
界
か
ら
、
未
だ
知
ら
れ
ぬ
世
界
に
行
か
う
と
す
る
努
力
が
生
み
出
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
部
分
が
そ

れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
認
識
は
た
だ
長
江
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
象
徴
主
義
に
関
す
る
文
壇
の
理
解
は
、

一
般
に
、
表
現
手
法
よ
り
も
そ
の
哲
学
的
背
景
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た二

。
以
下
に
二
三
の
資
料
を
挙
げ
て
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

片
山
孤
村
「
神
経
質
の
文
学
」（
明
治
三
十
八
年
六
月
〜
九
月
、「
帝
国
文
学
」）
は
、「S

ym
bolisten

（
象
徴
派
）」
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
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今
や
芸
術
は
自
然
主
義
を
脱
し
て
、新
な
る
も
の
を
求
め
む
と
し
て
、暗
中
模
索
終
に
得
る
所
無
く
、唯
明
瞭
な
現
実
よ
り
逃
れ
て
、

暗
黒
の
中
に
匿
れ
む
と
し
て
居
る
。
こ
の
傾
向
は
種
々
の
名
を
有
つ
て
居
る
。
或
る
も
の
は
之
を
デ
カ
ダ
ン
ス
と
云
ひ
、
或
る
も

の
は
之
を
象
徴
主
義
と
云
ふ
（
中
略
）
現
象
の
裏
面
に
か
く
れ
て
近
く
可
か
ら
ざ
る
、
事
物
の
本
性
、
真
髄
、
核
心
、
即
ち
偶
然

的
な
現
実
の
奥
底
に
隠
れ
て
居
る
永
遠
の
真
理
が
此
の
象
徴
主
義
の
対
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
直
接
に
言
ひ
表
さ
れ
無
い
か
ら
已

む
を
得
ず
、
感
能
的
記
号
の
助
を
借
り
る
の
で
あ
る
。

　

象
徴
主
義
は
一
つ
の
表
現
技
法
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
現
象
の
深
奥
に
潜
む
「
事
物
の
本
性
」
や
「
永
遠
の
真
理
」

を
志
向
す
る
と
い
う
思
想
的
背
景
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
他
に
も
た
と
え
ば
、
長
谷
川
天
渓
「
表
象
主
義
の
文
学
」（
明
治

三
十
八
年
十
月
〜
十
二
月
、「
太
陽
」）
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
主
義
の
特
徴
を
「
科
学
の
煩
雑
な
る
研
究
を
斥
け
て
、
直
接
に
神
霊
に

4

4

4

4

4

4

接
せ
む

4

4

4

と
す
る
は
表
象三

派
な
り
。
真
理
を
直
観

4

4

4

4

4

せ
む
と
す
る
は
此
の
一
派
な
り四

」
と
説
明
し
、「
写
実
文
学
に
反
対
し
て
、
事
実
以
上
、

現
実
以
外
に
飛
躍
し
て
、
久
し
く
忘
却
せ
ら
れ
た
る
理
想
の
美
を
謡
ひ
た
る
」
象
徴
主
義
は
、「
芸
術
に
新
生
命
を
与
へ
た
る
も
の
」

と
し
て
文
学
史
上
に
そ
の
功
績
を
残
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
島
村
抱
月
「
囚
は
れ
た
る
文
芸
」（
明
治
三
十
九
年
一
月
、「
早
稲
田

文
学
」）
も
ま
た
、「
科
学
、否
、自
然
主
義
に
囚
は
れ
」
た
西
欧
の
文
芸
界
に
お
い
て
、「
標
現
（
高
橋
注
、象
徴
）
主
義
」
が
「
千
八
百
九
十

年
前
後
よ
り
広
ま
り
て
、
自
然
主
義
に
抗
せ
ん
」
と
し
て
い
る
状
況
を
指
摘
し
、
美
学
者
ボ
ザ
ン
ケ
の
説
に
拠
り
な
が
ら
、「
標
現
と
は
、

見
ゆ
る
も
の
以
上
、聞
こ
ゆ
る
も
の
以
上
に
あ
る
一
物
、す
な
は
ち
見
え
ざ
る
も
の
、聞
え
ざ
る
も
の
を
拉
し
来
た
ツ
て
、見
ゆ
る
も
の
、

聞
こ
ゆ
る
も
の
に
寓
す
る
を
目
的
と
す
」
と
象
徴
の
意
味
を
説
く
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、「
見
ゆ
る
も
の
以
上
、
聞
こ
ゆ
る
も
の
以
上

に
あ
る
一
物
」
へ
の
志
向
が
象
徴
主
義
の
根
本
的
な
態
度
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
例
示
し
た
資
料
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
明
治
三
十
八
〜
九
年
の
象
徴
主
義
に
関
す
る
理
解
は
、
暗
示
を
用
い
る
と
い
う
そ
の
表
現
方
法
に
留
ま
ら
ず
、
事
実
の
奥
底
に
あ

る
形
而
上
の
存
在
を
志
向
す
る
と
い
う
、
そ
の
思
想
的
背
景
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
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そ
し
て
重
要
な
の
は
、
象
徴
主
義
の
こ
の
思
想
が
新
ロ
マ
ン
主
義
の
哲
理
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
者
と
も
が
「
科
学
主
義
」
や
「
自
然
主
義
」
と
対
置
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
事
実
や
現
象

の
奥
底
に
あ
る
形
而
上
の
存
在
を
志
向
し
て
い
た
。
長
江
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、「
象
徴
主
義
即
ち
新
浪
漫
主
義

と
解
釈
し
て
も
差
支
無
い
」
と
書
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

未
明
が
新
ロ
マ
ン
主
義
の
作
家
で
あ
る
と
呼
ば
れ
、
ま
た
同
時
に
象
徴
主
義
の
作
家
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
は
、
彼
の
作
品
に
二
種

類
の
系
統
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
、
一
つ
の
作
品
が
異
な
る
二
つ
の
特
徴
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
右
に
述
べ
て
き
た
よ

う
に
、新
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義
の
思
想
や
表
現
方
法
つ
い
て
の
当
時
の
理
解
が
、非
常
に
類
似
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

三　
「
推
讃
の
辞
」
に
よ
る
未
明
評
と
そ
の
位
置
づ
け

「
早
稲
田
文
学
」
第
七
十
五
号
（
明
治
四
十
五
年
二
月
）
の
巻
頭
を
飾
っ
た
「
推
讃
の
辞
」
は
、
明
治
四
十
年
代
の
未
明
を
高
く
評

価
し
た
文
章
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
推
讃
の
辞
」
も
ま
た
象
徴
主
義
と
無
関
係
で
は
な
い
。

「
推
讃
の
辞
」
の
署
名
は
「
早
稲
田
文
学
記
者
」。
当
時
「
早
稲
田
文
学
」
の
編
集
長
を
務
め
て
い
た
の
は
抱
月
で
あ
り
、
当
雑
誌
の

評
論
欄
は
天
弦
と
御
風
が
そ
の
両
翼
を
な
し
て
い
た
。
彼
ら
の
い
ず
れ
か
が
こ
れ
を
書
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
雑
誌「
早

稲
田
文
学
」
が
自
然
主
義
の
牙
城
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
「
早
稲
田
文
学
」
が
自
然
主
義
と
は
相
容
れ
な
い
作

風
の
未
明
を
こ
の
「
推
讃
の
辞
」
で
高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。「
推
讃
の
辞
」
は
、「
最
近
一
年
余
の
文
壇
は
、
依
然
と
し
て
小
説
に

其
の
精
英
を
蒐
め
た
り
。
而
し
て
小
説
に
最
も
多
く
の
寄
与
を
な
し
た
る
諸
家
中
、
吾
人
は
特
に
三
家
の
名
を
記
し
て
祝
福
の
辞
を
な

さ
ん
と
す
」
と
し
て
、
徳
田
秋
声
、
谷
崎
潤
一
郎
に
加
え
、
小
川
未
明
を
次
の
よ
う
に
褒
め
称
え
る
。
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熱
き
情
緒
と
寂
し
き
詠
嘆
と
に
生
命
を
求
め
て
、
客
観
を
凡
て
其
の
中
に
熔
か
し
来
た
ら
ん
と
るマ
マ

る
所
に
独
特
の
境
地
あ
り
。
而

も
作
者
の
情
熱
と
す
る
所
往
々
に
し
て
客
観
の
真
実
と
相
抱
合
せ
ず
、
為
に
作
物
の
堅
実
性
普
遍
性
を
欠
く
こ
と
あ
り
し
は
其
の

弊
な
り
。
作
者
今
や
此
の
弊
よ
り
脱
し
て
、
漸
く
熱
き
主
観
と
真
な
る
客
観
と
の
調
熟
よ
り
来
た
る
無
類
の
作
風
を
完
成
さ
せ
ん

と
す
。（
中
略
）
自
然
派
勃
興
以
来
の
文
壇
を
通
じ
、
別
旗
幟
を
孤
守
し
て
今
日
に
達
せ
る
新
人
の
第
一
は
氏
を
推
す
べ
し
。

　

読
者
の
誰
も
が
認
め
得
る
客
観
的
な
真
実
で
は
な
く
、
作
者
の
主
観
的
な
情
緒
と
詠
嘆
と
を
主
と
し
た
作
品
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
普

遍
性
を
持
ち
得
な
い
。
未
明
は
次
第
に
そ
の
弊
よ
り
脱
却
し
、
主
観
と
客
観
と
を
融
合
さ
せ
た
作
品
を
世
に
出
し
始
め
、
彼
に
固
有
の

作
風
を
完
成
さ
せ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
早
稲
田
文
学
」
が
未
明
を
こ
の
よ
う
に
評
価
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
紅
野
敏
郎
氏
は
「
未
明
が
、
他
な
ら
ぬ
自
然
主
義
の
本
陣
『
早

稲
田
文
学
』
誌
上
で
『
推
讃
之
辞
』
を
受
け
た
こ
と
は
、
二
年
前
に
同
じ
く
『
推
讃
之
辞
』
を
受
け
た
永
井
荷
風
の
場
合
と
と
も
に
、

た
だ
ご
と
で
は
な
い
で
き
ご
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
そ
れ
は
自
然
主
義
の
お
の
ず
か
ら
の
推
移
を
、
く
し
く
も
語
る
も
の

で
あ
っ
た五

」
と
指
摘
し
た
。
先
に
も
言
及
し
た
が
、
未
明
は
反
自
然
主
義
の
作
家
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、「
早
稲
田

文
学
」
が
未
明
を
認
め
た
と
す
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
れ
は
自
然
主
義
陣
営
の
評
価
軸
が
揺
ら
い
だ
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
で
は
そ

の
揺
れ
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
が
、
こ
の
評
の
「
熱
き
主
観
と
真
な
る
客
観
と
の
調
熟
」
と
い
う
語
句
で
あ
る
。
自
然
主
義
は

こ
の
時
期
、
少
し
ず
つ
そ
の
態
度
に
変
化
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
客
観
主
義
を
奉
じ
る
自
然
主
義
な
ら
ば
排
除

し
て
し
か
る
べ
き
「
主
観
性
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
む
し
ろ
自
然
主
義
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
が
少
な
か
ら
ず
発
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
が
信
奉
す
る
客
観
主
義
と
作
家
の
主
観
と
の
関
係
に
早
く
か
ら
言
及
し
て
い
た
の
は
、
右
「
推
讃
の
辞
」

の
執
筆
者
で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
天
弦
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
論
考
と
し
て「
自
然
主
義
の
主
観
的
要
素
」（
明
治
四
十
三
年
四
月
、
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「
早
稲
田
文
学
」）
か
ら
、
主
張
の
中
心
を
な
す
箇
所
を
次
に
引
く
。

　
 

文
学
上
の
自
然
主
義
時
代
の
人
々
は
、
前
期
の
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
の
超
現
実
的
超
自
然
的
超
人
間
的
な
夢
か
ら
さ
め
、
前
期
の

理
想
派
の
高
遠
な
る
空
想
的
理
想
の
権
威
を
感
ず
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
つ
て
、
眼
前
の
現
実
世
界
、
而
か
も
物
質
的
感
覚
的
の

人
生
が
、
唯
一
の
確
実
な
る
人
生
で
あ
る
と
思
は
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
前
代
の
理
想
を
失
ひ
夢

幻
を
破
ら
れ
た
あ
と
の
心
持
ち
は
、
何
と
な
く
寂
し
く
悲
し
い
心
持
ち
で
あ
つ
た
。
物
質
的
勢
力
の
重
要
な
こ
と
は
疑
ふ
わ
け
に

は
行
か
ぬ
が
、
そ
れ
を
信
ず
れ
ば
信
ず
る
ほ
ど
、
運
命
の
力
、
機
械
的
盲
目
的
の
自
然
力
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
生
死
の
大
海
に
空

し
く
一
浮
一
沈
す
る
人
間
の
身
の
上
が
、
い
か
に
も
哀
れ
な
み
じ
め
な
も
の
に
思
は
れ
る
。（
中
略
）
自
然
主
義
思
想
に
伴
つ
て

来
る
苦
痛
は
つ
ま
り
物
質
的
人
生
観
の
圧
迫
に
対
す
る
主
観
の
動
揺
で
あ
る
。（
中
略
）
自
然
主
義
の
文
学
が
有
す
る
、
漠
然
で

は
あ
る
が
何
か
深
い
人
生
の
意
味
を
思
は
せ
ず
に
置
か
ぬ
あ
の
力
は
、
即
ち
こ
の
動
揺
苦
悶
し
て
何
物
か
を
模
索
し
て
ゐ
る
や
う

な
作
者
の
主
観
の
力
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
の
奥
底
に
潜
め
る
主
観
の
動
揺
を
看
過
ご
す
な
ら
、
到
底
自
然
主
義
文
学
は
解
ら
ぬ
。

　

天
弦
は
、
客
観
的
な
態
度
を
信
条
と
す
る
自
然
主
義
か
ら
は
作
者
の
主
観
を
排
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
は
っ
き
り
と
否
定
し
た
。

旧
来
の
浪
漫
主
義
の
よ
う
に
空
想
や
理
想
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
自
然
主
義
者
は
、
目
の
前
に
厳
し
く
存
在
す
る
客
観
的
な

現
実
に
重
き
を
置
く
。
と
こ
ろ
が
そ
の
現
実
世
界
は
様
々
な
苦
痛
や
煩
悶
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
苦
悶
と
は
、
世
界
に
対
す
る

主
観
の
動
揺
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
自
然
主
義
の
小
説
で
表
白
さ
れ
る
の
は
、
作
者
の
苦
悶
で
あ
り
す
な
わ
ち
作
者
の
主
観

で
あ
る
。

自
然
主
義
と
主
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
論
じ
た
の
は
、
天
弦
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
推
讃
の
辞
」
執
筆
者
の
可

能
性
の
あ
る
人
物
で
言
え
ば
、
抱
月
「
今
の
文
壇
と
新
自
然
主
義
」（
明
治
四
十
年
六
月
、「
早
稲
田
文
学
」）
や
御
風
「
文
芸
上
主
客
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両
体
の
融
会
」（
明
治
四
十
年
九
月
、「
早
稲
田
文
学
」）
な
ど
も
、
自
然
主
義
に
お
け
る
主
客
の
合
一
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
四
十
年
以
降
の
自
然
主
義
論
に
は
、
作
家
の
主
観
性
を
自
然
主
義
の
内
部
に
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
あ
っ
た
自
然
主
義
が
、
象
徴
主
義
を
引
き
合
い
に
出
し
て
自
ら
の
立
場

を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
田
山
花
袋
「
文
壇
近
事
」（
明
治
四
十
年
十
月
、「
文
章
世
界
」）
を
例
に
挙
げ
て
、
そ
の

こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
花
袋
は
こ
の
文
章
で
、
自
然
主
義
と
象
徴
主
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

 

自
然
派
中
の
主
観
派
が
段
々
そ
の
情
操
と
か
心
理
と
か
を
誇
張
し
て
、
自
然
に
煩
渇
し
自
然
に
朶
頤
し
、
直
ち
に
深
秘
な
る
内
性

を
曝
露
せ
ん
と
煩
悶
し
た
結
果
、『
非
自
然
』
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
思
ひ
も
か
け
ず
到
達
し
た
の
は
面
白
い
。（
中
略
）
自
分

は
自
然
派
の
作
家
が
幾
十
年
間
の
苦
悶
悪
闘
を
つ
ゞ
け
て
、
か
う
い
ふ
処
に
象
徴
の
ま
こ
と
の
意
義
を
発
見
し
た
の
を
意
味
深
い

と
思
ふ
。
象
徴
、
神
秘
と
謂
ふ
こ
と
を
、
単
に
自
然
派
の
傾
向
に
慊
ず
し
て
起
つ
た
も
の
だ
と
か
、
自
然
主
義
と
丸
で
交
渉
の
無

い
も
の
だ
と
か
言
ふ
も
の
は
、
今
の
新
興
の
文
芸
の
外
形
を
見
て
内
部
を
知
ら
ぬ
と
言
つ
て
決
し
て
差
支
な
い
。（
中
略
）
象
徴

派
は
自
然
流
の
反
抗
運
動
で
は
な
く
つ
て
、
自
然
派
の
苦
戦
悪
闘
の
怒
濤
の
中
か
ら
産
れ
出
た
真
珠
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

自
然
主
義
が
主
観
性
を
帯
び
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
「
深
秘
な
る
内
性
」
を
目
指
す
象
徴
主
義
へ
至
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
二
に
見
た

よ
う
な
、
自
然
主
義
と
象
徴
主
義
と
を
対
置
す
る
よ
う
な
発
想
が
否
定
さ
れ
る
。「
象
徴
、
神
秘
と
謂
ふ
こ
と
を
、
単
に
自
然
派
の
傾

向
に
慊
ず
し
て
起
つ
た
も
の
だ
と
」
考
え
る
の
は
、「
今
の
新
興
の
文
芸
の
外
形
を
見
て
内
部
を
知
ら
ぬ
」
者
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

他
に
も
、
同
様
の
言
説
の
例
と
し
て
、
岩
野
泡
鳴
「
日
本
古
代
思
想
よ
り
近
代
の
表
象
主
義
を
論
ず
」（
明
治
四
十
年
四
月
、「
早
稲
田

文
学
」）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
泡
鳴
も
ま
た
こ
の
論
の
中
で
「
自
然
主
義
か
ら
入
つ
た
深
い
表
象
文
芸
が
最
も
必
要
に
な
つ
て

来
る
」、「
自
然
主
義
を
心
理
的
に
深
く
す
れ
ば
、
そ
の
儘
表
象
主
義
に
な
る
の
が
当
然
で
あ
ら
う
」
と
主
張
し
、
自
然
主
義
が
象
徴
主
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義
へ
と
そ
の
姿
を
変
え
て
い
く
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の
内
に
「
主
観
性
」
を
認
め
、
そ
れ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

て
象
徴
主
義
へ
の
深
化
を
訴
え
る
自
然
主
義
の
態
度
は
、
そ
の
隆
盛
の
前
に
す
で
に
西
欧
の
象
徴
主
義
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
日
本

の
自
然
主
義
の
事
情
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
西
欧
に
お
い
て
は
自
然
主
義
を
打
倒
す
べ
く
登
場
し
た
象
徴
主
義
で
あ
っ
て
も
、
日
本

で
そ
れ
は
自
然
主
義
深
化
の
末
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
が
、
客
観
を

信
奉
す
る
自
然
主
義
が
そ
の
内
に
主
観
性
を
認
め
る
と
い
う
論
理
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
自
然
主
義
の
論
陣
を
張
っ
た
「
早
稲
田
文
学
」
が
自
然
主
義
と
は
対
極
に
あ
る
未
明
を
認
め
た
こ
と
を

次
の
よ
う
に
意
味
づ
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
早
稲
田
文
学
」
は
象
徴
主
義
作
家
で
あ
る
未
明
の
作
を
、「
熱
き
主
観

と
真
な
る
客
観
と
の
調
熟
」
と
い
う
言
葉
で
称
賛
し
た
。
そ
し
て
右
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
天
弦
や
花
袋
ら
が
考

え
る
深
化
し
た
自
然
主
義
の
姿
で
あ
っ
た
。
象
徴
主
義
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
未
明
は
、
反
自
然
主
義
の
作
家
と
し
て
よ
り
も
む

し
ろ
、
自
然
主
義
の
新
た
な
段
階
を
示
す
者
と
し
て
「
推
讃
の
辞
」
を
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四　
「
扉
」
と
催
眠
術

こ
こ
か
ら
は
未
明
の
実
作
に
象
徴
主
義
の
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
催
眠
術
を

題
材
に
し
た
作
品
で
あ
る
「
扉
」
に
注
目
し
、
こ
の
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
で
そ
の
主
題
と
象
徴
主
義
と
の
関
係
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
扉
」
は
明
治
四
十
三
年
四
月
に
「
早
稲
田
文
学
」
に
発
表
さ
れ
、
そ
の
年
の
十
一
月
に
『
闇
』（
新
潮
社
）
に
収
め
ら
れ
た
。
梗
概

は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
大
き
な
灰
色
を
し
た
怪
物
」
の
よ
う
な
陰
気
な
建
物
に
は
い
く
つ
か
の
部
屋
が
あ
る
。
建
物
に
は
何
人
か
の
者
が
住
ん
で
い
た
。

住
人
の
一
人
で
あ
る
K
は
自
分
の
部
屋
で
何
か
を
懸
命
に
書
き
続
け
て
い
る
。
肥
満
の
B
は
K
の
す
る
こ
と
が
気
に
な
っ
て
仕
方
が
な
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い
。
あ
る
と
き
B
が
K
の
部
屋
を
覗
く
と
、
そ
こ
に
は
誰
も
い
な
い
。
す
る
と
後
ろ
で
「
早
く
、
早
く
、
直
ぐ
K
は
入
つ
て
来
る
ぞ
」

と
B
に
囁
い
た
者
が
あ
る
。
そ
の
声
に
誘
わ
れ
る
よ
う
に
B
は
K
の
部
屋
へ
侵
入
す
る
。
と
こ
ろ
が
K
の
書
い
た
も
の
を
覗
き
見
た
瞬

間
、
B
に
は
文
字
が
読
め
な
く
な
る
。
不
意
に
足
音
が
す
る
の
を
聞
い
て
B
は
慌
て
て
部
屋
の
外
へ
逃
れ
る
。

疲
れ
て
眠
っ
た
B
が
怖
ろ
し
い
夢
か
ら
目
覚
め
る
と
、
魔
術
家
の
よ
う
な
姿
を
し
た
K
が
立
っ
て
い
る
。
K
は
「
お
前
の
秘
密
は
み

ん
な
知
っ
て
い
る
」「
も
う
一
度
か
か
っ
て
く
れ
」
と
B
に
迫
る
。
恐
れ
を
抱
き
な
が
ら
も
毅
然
と
し
た
態
度
で
拒
否
し
、
そ
の
場
か

ら
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
B
だ
っ
た
が
、
最
後
に
は
K
の
手
に
か
か
り
意
識
を
失
っ
て
し
ま
う
。

建
物
の
中
の
食
堂
兼
控
所
で
十
六
人
の
住
人
が
K
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
K
は
、
自
分
は
こ
れ
ま
で
あ
る
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
た
、

そ
の
結
果
、
今
ま
で
不
思
議
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
の
原
因
は
潜
在
意
識
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
、
と
言
い
、
B
は

そ
の
研
究
の
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
翌
日
に
は
皆
に
研
究
の
結
果
を
報
告
す
る
と
告
げ
る
。

K
の
部
屋
で
は
窓
に
黒
い
鳥
が
突
き
当
た
っ
て
い
る
。
K
は
部
屋
で
一
人
神
経
質
な
目
を
し
て
闇
を
み
つ
め
て
い
る
。

友
人
の
A
・
C
・
S
は
B
の
部
屋
の
前
で
彼
を
呼
ぶ
が
、
B
は
出
て
こ
な
い
。
S
は
、
A
と
C
に
対
し
、
K
の
こ
と
を
警
戒
す
る
よ

う
に
言
う
。

B
の
部
屋
の
中
で
は
B
の
身
体
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
手
に
は
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
が
入
っ
て
い
た
壜
を
握
っ
て
い
る
。
以
前
、
K

の
部
屋
の
前
で
背
後
か
ら
B
に
声
を
か
け
た
影
が
あ
ら
わ
れ
、「
早
く
そ
の
壜
を
隠
せ
！
」
と
い
う
。
死
ん
だ
は
ず
の
B
の
体
が
動
い

て
壜
を
隠
す
。
そ
の
時
、
鍵
を
開
け
て
B
の
部
屋
に
入
っ
て
き
た
K
は
室
内
に
何
か
を
探
す
が
、
顔
を
真
っ
青
に
し
て
「
な
い
！
」
と

叫
ぶ
。
窓
に
翼
の
「
バ
サ
！
バ
サ
！
バ
サ
！
」
と
い
う
音
が
す
る
場
面
で
物
語
は
結
ば
れ
る
。

前
章
で
言
及
し
た
天
弦
に
、
こ
の
作
に
対
す
る
同
時
代
評
が
あ
る
。
彼
は
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ス
や
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
作
に
な

ぞ
ら
え
て
、「
扉
」
を
次
の
よ
う
に
評
し
た
。
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初
め
の
う
ち
は
何
を
書
い
て
あ
る
の
か
少
し
も
判
ら
な
い
。
気
を
つ
け
て
四
五
ペ
ー
ジ
も
十
数
ペ
ー
ジ
も
読
ん
で
行
つ
て
か
ら
考

へ
合
し
て
見
る
と
、
そ
れ
で
も
ハ
ツ
キ
リ
は
判
ら
ぬ
が
、
ボ
ン
ヤ
リ
と
見
当
が
つ
い
て
来
る
。
そ
し
て
全
体
を
読
み
了
へ
て
も
、

や
は
り
事
柄
は
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
ゐ
て
、
た
ゞ
漠
然
と
し
た
、
而
も
強
い
心
持
ち
が
あ
と
に
残
る
。（
中
略
）
そ
の
現
は
さ
う
と
す

る
心
持
ち
は
明
ら
か
に
神
秘
的
、
象
徴
的
と
い
ふ
情
趣
を
ね
ら
つ
て
あ
る
。
一
種
の
目
新
し
い
試
み
と
し
て
迎
へ
る
に
足
る六

。

こ
の
よ
う
に
天
弦
は
、
神
秘
的
、
象
徴
的
な
趣
向
を
目
指
し
た
こ
の
作
の
試
み
を
一
応
は
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
手
放
し
で
褒

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
品
の
前
半
は
半
ば
写
実
的
で
あ
り
情
味
も
あ
る
が
、「
後
に
な
る
と
不
思
議
さ
う
な
道
具
や
言
葉
が
露

骨
に
断
片
的
に
並
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
つ
て
、
遂
に
空
虚
な
や
う
な
感
じ
が
し
た
。
潜
在
意
識
の
不
可
思
議
と
い
ふ
こ
と
も
し
つ
く

り
胸
を
打
た
な
い
」と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に「
扉
」で
は
場
景
が
切
れ
切
れ
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、一
読
し
て
す
ぐ
に
そ
の
ス
ト
ー

リ
ー
を
了
解
し
得
る
作
品
で
は
な
い
。
特
に
、
物
語
の
後
半
に
な
る
と
、
そ
こ
で
起
き
て
い
る
こ
と
が
何
な
の
か
判
然
と
し
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
作
品
の
「
不
思
議
そ
う
な
道
具
や
言
葉
」
を
同
時
代
の
文
脈
に
配
置
し
な
が
ら
丁
寧
に
確
認
し
て
い
く
と
、
こ
の
「
扉
」

と
い
う
作
品
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。
別
の
同
時
代
評
に
「
小
川
未
明
氏
の
『
扉
』
は
流
行
の
催
眠
術
を
題
材
と
し
た
も
の
で七

」
と
書
か
れ
た
よ
う
に
、
催
眠
術
は
こ

の
時
期
に
か
な
り
流
行
し
て
い
た
。
本
稿
で
は
そ
の
こ
と
に
注
目
し
、
流
行
し
て
い
た
催
眠
術
に
関
す
る
同
時
代
の
認
識
を
掘
り
起
こ

し
な
が
ら
、「
扉
」
の
解
釈
を
提
示
す
る
。

一
柳
廣
孝
『
催
眠
術
の
日
本
近
代
』（
平
成
九
年
十
一
月
、
青
弓
社
）
は
明
治
の
催
眠
術
ブ
ー
ム
に
つ
い
て
、
資
料
を
も
と
に
次
の

よ
う
な
見
取
り
図
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
留
学
生
や
お
雇
い
外
国
人
を
通
じ
て
日
本
に
移
入
し
た
催
眠
術
は
、
明
治
二
十
年
以
降

か
な
り
の
隆
盛
を
誇
っ
た
（
第
一
次
催
眠
術
ブ
ー
ム
）。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
術
者
の
犯
罪
か
ら
催
眠
術
は
非
難
を
浴
び
明
治
三
十
年
頃

に
は
流
行
が
一
時
的
に
沈
静
化
す
る
。
明
治
三
十
六
年
、
竹
内
楠
三
の
催
眠
術
書
『
催
眠
術
自
在
』『
実
用
催
眠
学
』（
ど
ち
ら
も
明
治
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三
十
六
年
、
大
学
館
）
な
ど
が
次
々
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
そ
れ
を
機
に
同
様
の
書
が
多
数
刊
行
さ
れ
、
再
び
巷
間
に
催
眠
術
が

流
行
し
た
（
第
二
次
催
眠
術
ブ
ー
ム
）。「
扉
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
竹
内
ら
の
催
眠
術
書
が
広
く
読
ま
れ
た
第
二
次
催
眠
術
ブ
ー
ム

が
続
い
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
は
じ
め
に
「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
と
、
当
時
の
催
眠
術
書
の
内
容
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
K
の
容
姿
や
服
装
に
つ
い
て
考
え
る
。
物
語
の
途
中
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
悪
夢
か
ら
目
を
覚
ま
し
た
B
の
前
に「
黒

い
洋
服
」
を
着
、「
赤
い
ネ
ク
タ
イ
」
を
締
め
た
K
が
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
見
た
B
に
は
彼
が
魔
術
家
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
K
を
恐
れ
る
神
経
質
な
B
の
思
い
込
み
な
ど
で
は
な
い
。
佐
々
木
九
平
『
催
眠
術
に
於
け

る
精
神
の
現
象
』（
明
治
三
十
六
年
十
二
月
、
矢
島
誠
進
堂
）
に
は
、
催
眠
術
者
が
椅
子
に
座
る
相
手
に
術
を
か
け
る
様
子
が
写
真
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
日
本
催
眠
術
協
会
編
『
催
眠
術
講
義
録
』（
明
治
三
十
六
年
、
大
日
本
催
眠
術
協
会
）
に
は
、
和
装
の
人

物
に
施
術
し
て
い
る
洋
装
の
人
物
の
イ
ラ
ス
ト
を
そ
の
口
絵
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
白
黒
で
あ
る
た
め
色
彩
こ
そ
不
明
で
あ
る

が
、
両
者
と
も
、
た
し
か
に
そ
の
術
者
は
洋
服
に
ネ
ク
タ
イ
と
い
っ
た
出
で
立
ち
で
あ
る
。
B
に
限
ら
ず
、
黒
い
洋
服
に
赤
い
ネ
ク
タ

イ
と
い
う
K
の
出
で
立
ち
は
、
一
般
的
に
魔
術
家
あ
る
い
は
催
眠
術
師
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

実
は
、「
扉
」
に
は
「
催
眠
術
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
に
紹
介
し
た
同
時
代
評
が
催

眠
術
を
連
想
し
た
の
は
、
K
の
服
装
だ
け
で
は
な
く
、「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
当
時
の
催
眠
術
に
つ
い
て
の
文
脈
と
ぴ
っ

た
り
一
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
竹
内
の
『
催
眠
術
自
在
』
は
、
催
眠
術
に
か
か
る
こ
と
を
拒
否
す
る
者
に
対
し
強
引

に
施
術
す
る
こ
と
は
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
催
眠
さ
れ
る
に
は
注
意
を
一
点
に
集
中
す
る
な
ど
特
別
な
精
神
状

態
が
必
要
と
な
る
の
で
、
承
諾
し
て
い
な
い
者
を
催
眠
に
か
け
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
兵
士
の
如
き

常
に
服
従
と
い
ふ
事
に
慣
れ
て
居
る
一
種
類
の
人
間
に
至
つ
て
は
其
の
意
志
に
反
し
て
之
れ
を
催
眠
し
得
る
場
合
が
」
あ
り
、
そ
の
場

合
は
、「
唯
だ
『
お
前
は
催
眠
さ
れ
る
ぞ
』
と
一
言
い
つ
て
置
け
ば
、
其
れ
で
催
眠
状
態
に
な
る
」
と
い
う
。
ま
た
、「
前
に
屡
々
催
眠

さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
人
間
で
あ
れ
ば
、
其
の
承
諾
を
待
た
ず
し
て
、
之
れ
を
催
眠
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
竹
内
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に
よ
れ
ば
、「
当
人
の
承
諾
と
い
ふ
こ
と
は
、
催
眠
す
る
に
当
て
必
ず
し
も
絶
対
的
に
必
要
な
訳
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

迫
っ
て
く
る
K
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、
結
局
、
彼
の
手
に
よ
っ
て
意
識
を
失
っ
て
し
ま
う
B
は
、
確
か
に
右
の
条
件
を
満

た
し
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
物
語
の
始
め
の
方
で
「
B
に
は
、
K
の
す
る
こ
と
が
何
で
も
気
に
か
ゝ
つ
て
な
ら
な
い
。
而
し
て
B
に

は
K
の
言
つ
た
こ
と
に
は
不
思
議
に
反
抗
が
出
来
な
か
つ
た
」
と
、
B
の
K
に
対
す
る
不
可
解
な
服
従
心
が
描
か
れ
て
い
る
点
が
一
致

す
る
。
次
に
、
悪
夢
か
ら
目
覚
め
た
B
に
K
が
「
も
う
一
度
君
は
か
ゝ
つ
て
く
れ
ま
い
か
？
」
と
迫
る
場
面
は
、
過
去
に
K
が
B
に
何

か
を
「
か
け
た
」
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
B
は
、
い
く
ら
そ
れ
を
拒
否
し
て
も
、
K

に
「
か
ゝ
つ
た
よ
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
で
、
次
の
よ
う
に
意
識
の
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
「
何
、
か
ゝ
る
も
の
か
。」
と
い
つ
て
B
は
K
の
腕
を
振
り
離
し
て
扉
に
突
当
つ
た
。

　

 「
駄
目
だ
よ
。」
と
落
付
払
つ
た
声
で
K
は
い
つ
て
女
の
腰
で
も
抱
へ
る
や
う
に
柔
し
く
B
の
腰
に
手
を
廻
し
た
。
而
し
て
敏
捷
く

B
の
瞼
を
撫
で
た
。

　
「
そ
ら
か
ゝ
つ
た
。
も
う
か
ゝ
つ
た
よ
。」

　

と
い
つ
て
、
両
手
を
B
の
体
か
ら
離
し
て
冷
か
に
彼
を
見
遣
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
扉
」
の
中
で
K
と
B
と
の
間
に
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
同
時
代
の
催
眠
術
書
で
説
明
さ
れ
た
こ
と
と
多
く
一
致
し

て
い
る
。
催
眠
術
が
流
行
し
て
い
た
時
代
を
生
き
る
読
者
で
あ
れ
ば
、「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
と
催
眠
術
と
を
結
び
つ
け

て
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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五　
「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と

し
か
し
な
が
ら
、
実
は
、
当
時
の
催
眠
術
書
を
細
か
く
読
ん
で
い
く
と
、
催
眠
術
師
と
そ
の
被
害
者
と
い
う
「
扉
」
の
単
純
な
ス
ト
ー

リ
ー
に
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
間
に
B
が
K
に
自
ら
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た

こ
と
が
、
後
に
な
っ
て
判
明
す
る
場
面
で
あ
る
。

「
君
は
秘
密
を
皆
な
語
つ
た
。」

「
君
は
其
の
秘
密
を
聞
い
て
何
を
す
る
ん
で
す
。」

「
其
れ
は
君
に
言
は
れ
な
い
。」

「
ど
ん
な
こ
と
を
話
し
ま
し
た
か
？
」

「
君
は
生
れ
た
故
郷
を
言
つ
た
。
次
に
親
の
名
前
か
ら
、
自
分
が
学
ん
だ
学
校
を
語
つ
た
。
…
…
」

「
そ
れ
か
ら
…
…
」

「
学
校
に
あ
つ
た
頃
の
話
を
し
た
。」

「
そ
れ
か
ら
…
…
」

「
初
恋
の
女
と
其
の
関
係
ま
で
語
つ
た
。」

「
え
、
其
様
こ
と
を
私
は
言
つ
た
ら
う
か
？
」

　

B
は
K
に
自
分
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
が
、
自
身
は
そ
の
こ
と
を
覚
え
て
い
な
い
。
一
見
す
れ
ば
こ
れ
も
催
眠
術
の
効
果
だ

と
読
む
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
や
ら
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
催
眠
中
と
覚
醒
後
の
記
憶
に
つ
い
て
『
催
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眠
術
自
在
』
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
 

一
見
す
る
と
、
催
眠
状
態
に
於
て
起
つ
た
事
は
覚
醒
後
少
し
も
記
憶
し
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
故
に
以
前
の
学
者
は
、
記

憶
の
連
鎖
は
全
く
催
眠
状
態
に
依
つ
て
切
断
せ
ら
れ
る
も
の
と
想
像
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
併
し
此
の
考
は
全
く
間
違
つ
て
居
る
。

被
術
者
は
、
特
別
に
深
い
催
眠
に
か
か
っ
て
い
な
い
限
り
、「
覚
醒
し
て
か
ら
催
眠
中
に
起
つ
た
事
を
悉
く
記
憶
し
て
居
る
」
と
い
う
。

ま
た
、
催
眠
術
と
秘
密
の
自
白
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　

 

人
を
催
眠
状
態
に
す
れ
ば
、
覚
醒
の
時
に
秘
し
て
居
る
事
を
容
易
に
語
ら
せ
る
事
が
出
来
る
と
思
ふ
の
は
、
甚
だ
し
い
間
違
で
あ

る
。
モ
ー
ル
の
実
験
な
ど
に
拠
る
と
、
大
抵
の
人
は
、
催
眠
状
態
に
な
つ
て
も
依
然
と
し
て
其
の
性
格
を
保
つ
て
居
る
の
で
、
平

素
語
ら
ざ
ら
ん
と
す
る
事
は
矢
張
秘
し
て
居
て
容
易
に
言
は
な
い
の
で
あ
る
。

竹
内
に
よ
れ
ば
、催
眠
術
に
よ
っ
て
「
秘
密
を
語
ら
せ
る
こ
と
の
困
難
な
の
は
、多
く
の
学
者
の
意
見
に
徴
し
て
疑
の
な
い
所
」
で
あ
っ

た
。こ

の
よ
う
に
当
時
の
認
識
で
は
、
い
く
ら
相
手
を
催
眠
術
に
か
け
よ
う
と
も
、
そ
の
秘
密
を
知
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
で
は
、「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
B
が
意
識
を
失
っ
て
い
る
間
に
秘
密
を
洩
ら
し
て
し
ま
っ
た
、

と
い
う
物
語
の
展
開
は
ど
の
よ
う
に
し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
作
者
は
催
眠
術
に
対
し
て
詳
し
い
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
解
く
鍵
を
作
中
の「
不
思
議
さ
う
な
道
具
」に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」で
あ
る
。
物
語
の
最
後
、
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動
か
な
い
B
が
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
の
壜
を
手
に
握
っ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
は
外
科
手
術
な
ど
に
お
い
て
吸
引
麻

酔
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
全
身
麻
酔
は
近
代
の
小
説
に
お
い
て
、
あ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
泉
鏡
花
「
外
科
室
」（
明

治
二
十
八
年
六
月
、「
文
芸
倶
楽
部
」）
で
は
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
間
に
自
分
が
秘
密
を
洩
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
を
恐
れ
る
女
性
が
、

全
身
麻
酔
を
拒
む
場
面
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
河
内
重
雄
氏
は
、
同
時
代
の
医
学
書
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、「
外
科
室
」
で
用
い
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
麻
酔
剤
が
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る八

。「
伯
爵
夫
人
は
、
意
中
の
秘
密
を

夢
現
の
間
に
人
に
呟
か
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、」
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
に
よ
る
麻
酔
を
拒
む
の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
に
も
た
と
え
ば
南
部
修

太
郎
「
疑
惑
」（
大
正
九
年
四
月
、「
太
陽
」）
に
、
同
様
の
場
面
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
小
説
で
は
、
急
性
盲
腸
炎
の
手
術

の
た
め
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
で
麻
酔
を
施
さ
れ
た
妻
が
、
彼
女
を
見
守
る
夫
の
前
で
、
い
と
こ
の
男
性
と
の
関
係
を
漏
ら
し
て
し
ま
う
。

ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
な
ど
に
よ
っ
て
全
身
麻
酔
に
か
か
っ
た
場
合
、
そ
の
人
物
は
意
識
を
失
っ
て
い
る
間
に
自
ら
の
秘
密
を
漏
ら
し
て
し

ま
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
近
代
の
小
説
に
は
描
か
れ
て
い
た
。

意
識
を
失
っ
て
い
る
間
に
秘
密
を
漏
ら
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
扉
」
に
お
け
る
B
の
状
態
で
も
あ
る
。
先
に
確
認
し
た

よ
う
に
、
催
眠
術
で
は
他
人
の
秘
密
を
引
き
出
す
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ク
ロ
ロ
フ
ォ
ル
ム
に
よ
っ
て
全
身
麻
酔
を
か
け

ら
れ
た
状
態
に
あ
っ
て
は
、
人
は
図
ら
ず
も
胸
中
の
思
い
を
洩
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。「
扉
」
の
中
で
B
の
手
に
握
ら
れ
た
「
コ

ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
は
、
K
が
催
眠
術
で
は
な
く
薬
品
を
用
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
次
に

示
す
い
く
つ
か
の
場
面
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
も
う
僕
は
貴
君
の
自
由
に
な
ら
な
い
。」
と
B
は
毅
然
と
し
て
い
ふ
。

「
駄
目
で
す
。」
と
K
は
両
手
を
ズ
ボ
ン
の
隠
に
入
れ
て
少
し
背
を
伸
し
た
。
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こ
れ
は
、
K
が
B
に
催
眠
術
に
か
か
る
こ
と
を
迫
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
面
だ
が
、
彼
が
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た

の
は
、
そ
こ
に
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
を
隠
し
持
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
今
ま
さ
に
薬
品
を
使
お
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、次
の
場
面
と
の
整
合
性
が
保
た
れ
る
。物
語
の
終
盤
、K
は
、B
が
自
ら
の
研
究

の
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
や
研
究
の
結
果
を
翌
日
発
表
す
る
こ
と
を
他
の
者
達
に
告
げ
た
後
、自
室
に
独
居
し
て
何
か
を
考
え
て
い
た
。

　

 

K
は
頷
い
た
。
彼
の
長
い
体
は
夜
の
色
よ
り
黒
か
つ
た
。
彼
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
差
し
入
れ
る
と
顔
が
青
く
な
つ
た
。
イ
ン
キ

の
色
よ
り
青
く
な
つ
た
。
嘲
笑
ふ
や
う
に
、
嵐
は
窓
の
外
で
叫
ん
だ
。

　

バ
サ
、
バ
サ
と
鳴
つ
た
。
其
は
地
面
に
散
つ
て
ゐ
た
枯
葉
が
、
風
に
吹
き
上
げ
ら
れ
て
窓
に
当
つ
た
音
で
あ
つ
た
。

　

K
は
其
処
に
突
立
つ
た
ま
ま
、
此
の
怪
し
げ
な
音
に
耳
を
傾
け
た
。
彼
は
、
慌
し
げ
に
室
の
裡
を
歩
き
始
め
た
。

彼
が
自
ら
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
差
し
込
ん
で
顔
色
を
失
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
何
か
に
気
が
つ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
部
屋
の
中

を
歩
き
回
る
。
こ
れ
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
い
た
は
ず
の
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
が
無
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
K
が
気
づ
き
、
慌
て
て

部
屋
の
中
を
探
し
回
っ
て
い
る
場
面
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
仮
説
は
、
最
後
の
場
面
の
解
釈
に
も
及
ぶ
。
B
の
部
屋
に
K
が
や
っ
て

来
る
場
面
で
あ
る
。

　

 

狭
い
室
の
裡
が
真
青
に
燃
え
た
。
等
し
く
黒
い
服
を
着
た
K
の
窪
ん
だ
眼
は
光
つ
た
。
彼
は
、
懐
中
電
気
を
握
つ
た
ま
ゝ
、
暫
ら

く
耳
を
澄
し
て
佇
ん
だ
。

　

何
の
音
も
な
い
。

　

慌
し
げ
に
室
の
中
を
探
し
始
め
た
。
…
…
K
の
顔
色
は
、
B
の
死
ん
だ
顔
と
同
じ
く
真
青
だ
。
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「
無
い
。」

　

急
に
窓
に
当
る
翼
の
音
。
バ
サ
！　

バ
サ
！　

バ
サ
！　

嵐
は
益
々
募
つ
た
。

　

彼
は
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
や
部
屋
か
ら
消
え
た
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
が
、
B
の
も
と
に
あ
る
は
ず
だ
と
信
じ
て
や
っ
て
き
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
彼
は
「
慌
た
だ
し
げ
に
室
の
中
を
探
し
始
め
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
は
ず
の
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
を
知
っ
て
K
は
再
び
顔
面
を
蒼
白
に
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
と
思
っ
て
い
た
物
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
は
日
常
よ
く
出
く
わ
す
場
面
で
あ
り
、「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」

を
紛
失
し
た
と
い
う
だ
け
に
し
て
は
、
K
の
狼
狽
は
や
や
大
仰
に
も
思
わ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
彼
に
と
っ
て
は
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
の
壜

が
そ
れ
ほ
ど
に
も
大
切
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
は
本
当
に
「『
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
』
を
失
っ
た
こ
と
」
に

対
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
度
を
失
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

片
上
天
弦
の
同
時
代
評
に
「
潜
在
意
識
の
不
可
思
議
と
い
ふ
こ
と
も
し
つ
く
り
胸
を
打
た
な
い
」
と
い
う
評
言
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
評
に
は
修
正
を
迫
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。「
潜
在
意
識
」
は
こ
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
得
る
。
作
中
、
十
六
人
の
者
に

囲
ま
れ
た
K
は
、
次
の
よ
う
に
事
情
を
話
す
。

「
私
は
、
幾
日
か
夜
も
眠
ず
、
食
を
廃
し
て
研
究
し
て
見
ま
し
た
。」

「
世
の
中
に
不
思
議
は
な
い
。
今
迄
不
思
議
と
思
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
潜
在
意
識
に
他
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
…
…
」

「
此
分
で
研
究
が
進
ん
で
行
つ
た
な
ら
、
早
晩
霊
魂
も
科
学
の
力
で
説
明
出
来
る
だ
ら
う
と
信
じ
ま
す
。」

彼
が
行
っ
て
い
た
の
は
、
催
眠
術
で
は
な
く
「
研
究
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
そ
の
研
究
の
た
め
に
、「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」



53 小川未明と象徴主義

を
用
い
て
い
た
。
彼
は
自
ら
の
「
研
究
」
に
よ
っ
て
、「
不
思
議
」
な
現
象
、
す
な
わ
ち
、
当
時
一
般
的
に
は
催
眠
術
の
効
果
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
現
象
を
、「
潜
在
意
識
」
に
よ
っ
て
「
科
学
」
的
に
説
明
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
作
品
が
発
表

さ
れ
た
頃
に
は
「
潜
在
意
識
」
と
「
科
学
」、
あ
る
い
は
「
潜
在
意
識
」
と
「
催
眠
術
」
と
を
結
び
つ
け
る
言
説
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

永
井
太
郎
氏
は
そ
の
よ
う
な
言
説
を
含
む
も
の
と
し
て
、本
稿
で
も
挙
げ
た
『
実
用
催
眠
学
』
や
、村
上
辰
午
郎
『
最
新
式
催
眠
術
』（
明

治
四
十
五
年
二
月
、
成
美
堂
書
店
）、
自
動
筆
記
に
関
す
る
速
水
滉
の
論
文
、
久
保
良
英
『
参
考
心
理
学
』（
大
正
二
年
八
月
、
博
文
館
）、

中
村
古
峡
『
変
態
心
理
の
研
究
』（
大
正
八
年
十
一
月
、
大
同
館
書
店
）
な
ど
を
紹
介
し
て
い
る九

。
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
言
説
の
例
と
し
て
、
他
に
福
来
友
吉
『
心
理
学
講
義
』（
明
治
四
十
年
七
月
、
宝
文
館
）
か
ら
「
催
眠
術
の
原

理
及
び
其
実
験
」
と
い
う
章
の
一
節
を
引
い
て
お
く
。

　

 

一
時
心
理
学
界
で
は
、
観
念
と
云
ふ
も
の
は
当
人
の
自
ら
知
つ
て
ゐ
る
も
の
に
限
る
も
の
で
、
当
人
の
自
ら
知
ら
ざ
る
観
念
な
ぞ

の
有
る
筈
が
無
い
と
云
ふ
説
が
、
勢
力
を
占
め
て
居
り
ま
し
た
が
、
現
今
で
は
当
人
の
自
覚
せ
ざ
る
観
念
、
即
ち
潜
在
観
念
が
あ

る
と
云
ふ
説
が
大
に
勢
力
を
得
て
来
た
。
而
し
て
此
の
如
き
説
の
起
り
た
る
に
付
き
て
は
、
催
眠
術
の
研
究
が
最
も
大
な
る
力
を

与
へ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　

永
井
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
潜
在
意
識
の
概
念
は
、
霊
等
と
い
っ
た
、『
非
科
学
的
』
な
説
明
を
使
う
こ
と
な
く
、
催
眠
術
や
多

重
人
格
等
の
、
通
常
で
は
な
い
精
神
現
象
を
説
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」。「
扉
」
の
中
で
K
は
ま
さ
し
く
こ
の
立
場
に
あ
る
。
た

だ
し
、
明
治
四
十
年
頃
、
実
際
に
は
催
眠
術
が
完
全
に
科
学
の
範
疇
に
回
収
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
柳
氏
が
前
掲
書
中
で
指
摘
す

る
よ
う
に
、「
明
治
四
十
年
前
後
に
催
眠
術
が
獲
得
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
科
学
／
非
科
学
の
あ
わ
い
に
佇
む
不
可
思
議
な
装
置
と

し
て
の
そ
れ
で
あ
」
り
、ま
た
「
催
眠
術
は
科
学
的
な
分
析
対
象
で
あ
る
と
と
も
に
、科
学
で
は
解
明
で
き
な
い
部
分
を
内
包
す
る
も
の
」
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で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
、「
霊
魂
も
科
学
の
力
で
説
明
出
来
る
」
と
信
じ
る
K
は
、
ど
こ
に
で
も
い
た
一
般
的
な
人

物
で
は
な
い
。
現
代
で
は
何
の
違
和
感
も
な
い
彼
の
科
学
的
な
発
想
は
、
同
時
代
の
中
で
は
、
お
そ
ら
く
科
学
偏
重
主
義
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
は
、
催
眠
術
を
「
霊
魂
」
と
結
び
つ
け
る
よ
う
な
神
秘
主
義
的
な
発
想
、
す
な
わ
ち
「
科
学
で
は
解
明
で

き
な
い
部
分
」
を
、
決
し
て
容
認
で
き
な
い
人
物
な
の
で
あ
る
。

科
学
を
信
奉
す
る
K
の
人
物
像
を
念
頭
に
お
け
ば
、彼
の
狼
狽
の
原
因
が
「『
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
』
を
失
っ
た
こ
と
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
存

在
す
る
は
ず
の
物
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
の
方
に
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、「
存

在
す
る
は
ず
の
物
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
現
象
が
、
何
か
非
科
学
的
で
不
可
思
議
な
も
の
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

始
め
た
か
ら
こ
そ
、
科
学
主
義
者
の
K
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
取
り
乱
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

K
の
手
に
よ
っ
て
意
識
を
失
う
B
だ
が
、
作
中
で
は
、
K
と
は
無
関
係
に
、
B
の
身
に
不
可
思
議
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
。
B
が
K

の
こ
と
を
気
に
し
て
彼
の
室
内
を
覗
く
場
面
で
あ
る
。

　

後
方
か
ら
熱
い
息
で
、
囁
い
た
も
の
が
あ
る
。

　
「
早
く
、
早
く
、
す
ぐ
K
は
入
つ
て
来
る
ぞ
。」

　

 

其
の
囁
い
た
何
物
か
は
、
B
の
眼
に
は
つ
き
り
と
其
姿
は
見
ら
れ
な
か
つ
た
。
た
ゞ
自
分
よ
り
も
ず
つ
と
体
が
大
き
く
て
、
背
が

高
く
て
、
其
の
色
が
茫
漠
と
し
て
ゐ
る
。
別
に
眼
も
な
い
。
口
も
な
い
。

そ
し
て
物
語
の
最
後
で
は
、
死
ん
だ
は
ず
の
B
の
部
屋
に
、
再
び
こ
の
影
が
現
れ
る
。

　

嵐
の
音
は
、
益
々
激
し
く
な
つ
た
。
此
の
怪
物
の
家
が
揺
ぎ
始
め
る
。
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灰
色
の
漠
然
と
し
た
大
き
な
影
！　

目
も
な
い
、
口
も
な
い
、
鼻
も
な
い
巨
人
が
B
の
枕
許
に
立
つ
た
。
其
は
B
が
、
K
の
室
に

入
り
か
け
た
時
、
後
方
に
立
つ
た
影
で
あ
つ
た
。

　
「
早
く
、
其
の
罎
を
隠
せ
！
」
と
い
つ
た
。

　

音
な
く
冷
か
に
、
闇
の
中
に
横
は
つ
て
ゐ
た
体
の
、
其
手
が
動
い
た
。
而
し
て
其
の
罎
を
隠
し
た
。

　

読
者
は
、「
目
も
な
い
、
口
も
な
い
、
鼻
も
な
い
巨
人
」
の
声
に
よ
っ
て
、
死
ん
だ
は
ず
の
B
の
体
が
動
き
、「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
が

隠
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
思
議
な
存
在
の
命
令
に
よ
っ
て
、
死
体
が
動
き
出
す
と
い
う
非
科
学
的
な
出
来
事

が
「
扉
」
の
中
で
起
き
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

こ
の
「
灰
色
の
漠
然
と
し
た
」「
目
も
な
い
、
口
も
な
い
、
鼻
も
な
い
巨
人
」
の
存
在
は
、
こ
の
出
来
事
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
建

物
の
描
写
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
。
冒
頭
、
物
語
の
舞
台
と
な
る
建
物
は
「
陰
気
な
建
物
に
は
小
ひ
さ
な
窓
が
あ
つ
た
。
大
き
な
灰
色
を

し
た
怪
物
に
、
幾
つ
か
の
眼
が
明
い
て
ゐ
る
や
う
だ
。
其
の
怪
物
は
大
分
年
を
取
つ
て
ゐ
る
」
と
怪
物
に
喩
え
ら
れ
、「
此
儘
此
家
が

動
き
出
し
た
ら
、
疑
ひ
も
な
く
此
家
は
魔
物
で
あ
つ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
物
語
後
半
に
は
「
怪
物
の
や
う
な
建
物
は
平
地
に
横
た
は

つ
て
ゐ
た
。
嵐
は
思
い
〳
〵
に
叫
ん
で
其
の
周
囲
を
廻
つ
た
。
頭
の
上
を
駆
け
た
。
蹴
つ
た
。
突
き
当
つ
た
。
怪
物
の
赤
い
眼
は
一
つ
、

一
つ
失
せ
て
、
た
ゞ
一
つ
残
つ
た
の
が
赤
く
輝
い
て
活
き
て
ゐ
る
」
と
描
写
さ
れ
る
場
面
も
あ
る
。
夜
が
迫
り
、
最
後
の
燈
火
が
消
え

る
と
、
建
物
か
ら
眼
の
光
が
消
え
る
。
B
の
も
と
に
現
れ
た
「
灰
色
の
漠
然
と
し
た
」「
目
も
な
い
、
口
も
な
い
、
鼻
も
な
い
巨
人
」
と
、

怪
物
に
喩
え
ら
れ
た
建
物
の
様
子
と
は
一
致
す
る
点
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
重
ね
合
わ
せ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
影
が
普
通
の
人
間

で
は
な
く
、
こ
の
建
物
全
体
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
不
気
味
で
超
自
然
的
な
怪
物
で
あ
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
こ
の
物
語
は
、
催
眠
術
師
の
K
が
研
究
と
称
し
て
B
を
殺
し
た
怖
ろ
し
い
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
そ
う
に
思
わ

れ
る
。
催
眠
術
に
関
す
る
当
時
の
社
会
状
況
が
自
然
に
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
導
い
て
も
い
よ
う
。
し
か
し
、
精
読
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
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に
描
か
れ
た
の
は
、
科
学
を
信
奉
し
人
を
犠
牲
に
し
て
で
も
催
眠
術
を
科
学
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
K
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
K
を
嘲

笑
う
か
の
よ
う
な
非
科
学
的
な
怪
物
の
存
在
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
扉
」
の
最
後
の
K
の
叫
び
声
は
、
科
学
万
能
主
義
的
な
思
考

の
彼
が
、
超
自
然
的
な
何
も
の
か
の
存
在
に
気
づ
い
た
際
の
恐
怖
の
叫
び
声
で
あ
っ
た
。

六　

ま
と
め

本
稿
で
は
、
ま
ず
、
明
治
四
十
年
代
の
未
明
が
、
新
ロ
マ
ン
主
義
だ
け
で
は
な
く
象
徴
主
義
の
作
家
と
し
て
も
認
知
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
新
ロ
マ
ン
主
義
と
象
徴
主
義
に
関
す
る
同
時
代
の
理
解
を
資
料
を
も
と
に
抽
出
し
、
科
学
主
義
に
対
す
る
懐

疑
や
、
客
観
的
事
実
の
奥
に
潜
む
形
而
上
学
的
な
存
在
に
対
す
る
志
向
が
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
よ
く

知
ら
れ
る
「
推
讃
の
辞
」
が
、
主
観
性
を
そ
の
内
部
に
含
み
、
象
徴
主
義
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
自
然
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
、
未
明

を
評
価
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

後
半
で
は
、「
扉
」
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
が
催
眠
術
で
は
な
く
、
科
学
主
義
者
の
K
に
よ
る
実
験
で
あ
っ
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、

す
べ
て
を
科
学
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
K
の
前
で
、
超
自
然
的
で
不
気
味
な
現
象
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

「
扉
」
の
象
徴
主
義
的
な
特
徴
は
、
催
眠
術
や
「
コ
ロ
ヽ
ホ
ル
ム
」
の
よ
う
な
「
不
思
議
さ
う
な
道
具
や
言
葉
」
に
現
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
催
眠
術
を
科
学
で
解
明
し
た
と
信
じ
る
科
学
主
義
者
を
青
ざ
め
さ
せ
る
よ
う
な
非
科
学
的
な
存
在
を
描
い
た
点
に
、

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
存
在
を
建
物
や
黒
い
鳥
の
描
写
に
よ
っ
て
暗
示
し
た
点
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注一　

上
笙
一
郎
「『
小
川
未
明
論
集
』
解
説
」（
上
笙
一
郎
『
小
川
未
明
論
集
』
所
収
、
平
成
五
年
六
月
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）

二　

拙
稿
「
象
徴
主
義
の
す
が
た

―
横
光
利
一
の
出
現
と
大
正
文
壇

―
」（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
、「
国
語
国
文
」）
参
照
。

三　

 

明
治
三
十
年
代
、"S

ym
bol"

に
は
「
象
徴
」「
表
象
」「
標
現
」
な
ど
複
数
の
訳
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
天
渓
は
「
表
象
」
と
い
う
訳
語
を
用
い
る

こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
断
っ
て
い
る
。「
こ
は
言
ふ
迄
も
な
く
、S

ym
bol

の
訳
字
に
し
て
、
故
中
江
篤
介
氏
は
「
象
徴
」
と
訳
さ
れ
き
。
予

は
従
来
用
ひ
来
り
し
が
故
に
「
表
象
」
の
文
字
を
使
用
す
。
そ
の
意
敢
て
此
の
文
字
の
象
徴
よ
り
当
れ
り
と
言
ふ
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。」

四　

圏
点
マ
マ
。

五　
「
小
説
家
と
し
て
の
未
明
」（
平
成
十
八
年
七
月
、「
ネ
バ
ー
ラ
ン
ド
」）

六　

片
上
天
弦
「
小
説
月
評
」（
明
治
四
十
三
年
四
月
、「
文
章
世
界
」）

七　

A
B
C
「
四
月
の
文
芸　

早
稲
田
文
学
」（
明
治
四
十
三
年
四
月
、「
時
事
新
報
」）

八　
「
泉
鏡
花
『
外
科
室
』
の
一
面

―
医
学
小
説
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
つ
い
て
」（
平
成
二
十
二
年
六
月
、「
語
文
研
究
」）

九　
「
新
ロ
マ
ン
主
義
と
潜
在
意
識

―
厨
川
白
村
を
中
心
と
し
て

―
」（
平
成
十
二
年
三
月
、「
国
語
国
文
」）

付
記　
「
扉
」
の
引
用
は
初
出
に
拠
っ
た
。
ま
た
、
適
宜
字
体
を
改
め
、
振
り
が
な
を
略
し
た
。




