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大
江
健
三
郎
の
文
学
と
思
想
を
、
科
学
及
び
科
学
技
術
Ⅱ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と

の
関
わ
り
で
本
格
的
に
論
じ
た
批
評
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
見
当
た
ら
な

い
。
し
か
し
周
知
の
ご
と
く
戦
後
日
本
は
技
術
立
国
を
目
ざ
し
、
高
度
経
済
成

長
期
を
経
て
農
業
国
か
ら
工
業
国
へ
と
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
過
程
で
人
々
の
生
活
に
も
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
浸
透
し
、
日
本
人
の
暮
ら
し
は

伝
統
を
失
っ
て
急
速
に
近
代
化
し
て
い
っ
た
。
同
時
に
人
々
の
思
考
も
、
科
学

及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
る
規
定
を
大
き
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
よ
う
な
時
代
か
ら
生
ま
れ
た
日
本
戦
後
文
学
が
、
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
わ
け
は
な
く
、
そ
の
検
討
は
そ
れ
自
体
大
き
な
研
究

テ
ー
マ
と
な
り
得
る
は
ず
で
あ
る
。
大
江
健
三
郎
の
文
章
に
も
、
よ
く
見
れ
ば

科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を
繋
い
で

い
く
と
、
大
江
と
い
う
文
学
者
の
成
立
に
、
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
相
当

大
き
な
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

１
は
じ
め
に

大
江
健
三
郎
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

ｌ
科
学
・
技
術
・
文
学
Ｉ

あ
る
。と

こ
ろ
で
そ
も
そ
も
科
学
と
は
一
般
的
に
ど
う
定
義
さ
れ
る
か
。
現
在
広

く
出
回
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
国
語
辞
典
「
新
明
解
国
語
辞
典
第
六
版
」

（
二
○
○
五
年
二
月
、
三
省
堂
刊
。
以
下
「
新
明
解
』
と
略
記
）
は
、
「
科
学
」

を
「
一
定
の
対
象
を
独
自
の
目
的
・
方
法
で
体
系
的
に
研
究
す
る
学
問
。
雑
然

た
る
知
識
の
集
成
で
は
な
く
、
同
じ
条
件
を
満
足
す
る
幾
つ
か
の
例
か
ら
帰
納

し
た
普
遍
妥
当
な
知
識
の
積
み
重
ね
か
ら
成
る
。
〔
広
義
で
は
社
会
科
学
・
人
文

科
学
を
含
み
、
狭
義
で
は
自
然
科
学
を
指
す
〕
」
と
す
る
。
同
書
で
は
「
自
然
科
学
」

を
「
自
然
現
象
を
一
定
の
方
法
で
研
究
し
て
一
般
的
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る

科
学
。
〔
狭
義
で
は
数
学
・
物
理
学
・
天
文
学
・
化
学
・
生
物
学
・
地
学
な
ど
を

指
し
、
広
義
で
は
農
学
・
医
学
お
よ
び
工
学
な
ど
を
含
む
〕
」
と
し
、
対
義
語
と

し
て
「
文
化
科
学
」
を
挙
げ
る
。
ま
た
「
社
会
科
学
」
を
「
文
化
科
学
の
中
で
、

特
に
、
社
会
学
・
政
治
学
・
法
学
・
経
済
学
の
称
」
、
さ
ら
に
「
マ
ル
ク
ス
主
義

の
立
場
に
よ
る
経
済
学
な
ど
」
、
「
人
文
科
学
」
を
「
文
化
科
学
の
中
で
、
特
に
、

哲
学
・
言
語
学
・
文
芸
学
・
歴
史
学
の
称
」
と
定
義
す
る
。

大
江
の
作
家
と
し
て
の
出
発
期
に
お
い
て
、
科
学
は
ど
う
定
義
さ
れ
て
い
た

團
野
光

晴
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か
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
大
江
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
前
月

に
当
た
る
一
九
五
八
年
六
月
に
出
版
さ
れ
た
中
谷
字
吉
郎
『
科
学
の
方
法
」
（
岩

波
新
書
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
第
一
章
「
科
学
の
限
界
」
で
、
「
科
学
と
い
う

も
の
は
、
あ
る
こ
と
を
い
う
場
合
に
、
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
か
、
ほ
ん
と
う
で
な

い
か
と
い
う
こ
と
を
い
う
学
問
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
ほ
ん
と
う
」
と
は
「
い
ろ

い
ろ
な
人
が
同
じ
こ
と
を
調
べ
て
み
て
、
そ
れ
が
い
つ
で
も
同
じ
結
果
に
な
る
」

「
（
人
間
が
）
感
覚
を
通
じ
て
自
然
界
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
知
識
を
得
る
。

そ
の
得
た
知
識
と
、
ほ
か
の
人
が
そ
の
人
の
感
覚
を
通
じ
て
得
た
知
識
と
の
間

に
、
互
い
に
矛
盾
が
な
い
」
と
い
う
「
再
現
可
能
の
原
則
」
が
当
て
は
ま
る
事

象
と
し
て
い
る
。
「
再
現
可
能
」
と
は
「
必
要
な
場
合
に
、
必
要
な
手
段
を
と
っ

た
な
ら
ば
、
再
び
そ
れ
を
出
現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
が
得
ら
れ

る
こ
と
」
と
も
さ
れ
、
例
え
ば
幽
霊
は
こ
の
原
則
に
反
す
る
の
で
、
多
く
の
目

撃
談
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
科
学
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
」
、
す
な
わ
ち
科
学
的

真
実
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

「
新
明
解
」
「
科
学
の
方
法
」
と
も
に
、
「
再
現
可
能
の
原
則
」
に
則
り
現
象
を

法
則
化
し
て
認
識
す
る
営
み
と
し
て
科
学
を
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
科
学
を
応

用
し
た
対
象
へ
の
働
き
か
け
の
手
段
が
、
科
学
技
術
す
な
わ
ち
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
近
年
で
は
、
カ
オ
ス
・
複
雑
系
研
究
の
出
現
な
ど
に

よ
り
、
「
再
現
可
能
の
原
則
」
に
則
っ
て
事
象
を
把
握
し
操
作
し
よ
う
と
す
る
物

理
学
を
範
と
し
た
従
来
の
科
学
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
も
指

（
１
－

摘
さ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
以
上
の
よ
う
な
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
定
義

が
今
日
で
も
有
効
で
あ
る
こ
と
は
、
『
科
学
の
方
法
」
が
現
在
も
出
版
さ
れ
続
け

て
い
る
（
二
○
一
○
年
一
二
月
で
六
四
刷
）
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
よ
り
詳
細

に
は
、
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
具
体
的
実
態
と
そ
の
変
遷
と
の
相
関
に
お

さ
て
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
当
時
、
大
江
は
科
学
の
観
点
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
作
家

と
目
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
場
合
注
目
さ
れ
る
の
が
、
久
野
収
・

鶴
見
俊
輔
共
著
『
現
代
日
本
の
思
想
」
二
九
五
六
年
二
月
、
岩
波
書
店
刊
）
、

及
び
久
野
収
・
鶴
見
俊
輔
・
藤
田
省
三
共
著
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
「
戦
後
日

（
リ
』
）

本
の
思
想
」
（
一
九
五
九
年
五
月
、
中
央
公
論
社
刊
）
で
あ
る
。
両
書
は
大
江
が

文
壇
デ
ビ
ュ
ー
し
た
一
九
五
七
年
に
前
後
し
て
発
表
さ
れ
、
「
現
代
日
本
の
思

想
」
で
は
白
樺
派
に
、
『
戦
後
日
本
の
思
想
』
で
は
白
樺
派
の
後
身
で
戦
後
に
雑

誌
「
心
」
に
拠
っ
て
活
動
し
た
「
心
」
グ
ル
ー
プ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
章
が
割
か

れ
る
。
そ
こ
で
は
、
白
樺
派
Ⅱ
「
心
』
グ
ル
ー
プ
の
思
想
的
意
義
に
つ
い
て
科

学
の
観
点
か
ら
議
論
が
展
開
さ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
る
形
で
、
「
戦
後
日
本
の
思

想
」
の
最
終
章
「
戦
争
体
験
の
思
想
的
意
味
知
識
人
と
大
衆
」
で
藤
田
省
三

が
「
大
江
健
三
郎
の
場
合
、
サ
ル
ト
ル
か
ら
学
ん
で
い
て
も
、
考
え
方
は
「
心
」

の
よ
う
な
日
本
型
古
典
主
義
で
す
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
白
樺
派
Ⅱ

「
心
」
グ
ル
ー
プ
を
評
価
基
準
に
デ
ビ
ュ
ー
当
時
の
大
江
を
科
学
の
観
点
か
ら
位

置
づ
け
る
同
時
代
評
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
当
時
久
野
、
鶴
見
、
藤
田
は
雑
誌
「
思

（
３
）

想
の
科
学
」
同
人
で
あ
っ
た
（
藤
田
は
後
に
脱
退
）
。

い
て
、
大
江
文
学
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し

て
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
よ
う
に
科
学
及
び
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
原
理
的
に
定
義
し
、

大
江
に
お
け
る
そ
の
意
義
を
た
ど
る
こ
と
で
、
大
江
文
学
に
新
た
な
光
を
当
て

て
み
た
い
。

２
科
学
の
視
点
か
ら
の
初
期
大
江
同
時
代
評

ｌ
白
樺
派
・
教
養
主
義
と
関
連
し
て
Ｉ
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こ
の
議
論
を
詳
し
く
追
う
と
、
ま
ず
「
現
代
日
本
の
思
想
」
は
第
一
章
「
日

本
の
観
念
論
ｌ
白
樺
派
ｌ
」
で
、
雑
誌
「
不
二
」
『
大
調
和
」
『
心
』
を
通
し
て

「
今
日
も
、
運
動
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
も
ち
つ
づ
け
て
い
る
」
「
日
本
の
観
念

論
の
代
表
」
と
し
て
白
樺
派
を
取
り
上
げ
る
。
こ
こ
で
は
「
観
念
論
と
い
う
の
は
、

精
神
的
（
あ
る
い
は
観
念
的
）
な
も
の
を
重
大
な
も
の
と
考
え
、
そ
れ
が
も
と

に
な
っ
て
世
界
が
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
思
想
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
白
樺

（
マ
マ
）

派
の
人
々
は
、
宇
宙
の
意
志
が
、
人
間
の
幸
福
を
計
っ
て
く
れ
る
と
い
う
信
仰

を
も
」
ち
、
「
宇
宙
の
意
志
と
自
分
の
意
志
と
の
調
和
を
、
実
感
に
よ
っ
て
知
る
」

の
で
あ
り
、
「
こ
の
実
感
が
認
識
方
法
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
点
こ
そ
は
、
日
本

に
土
着
の
観
念
論
と
し
て
の
、
白
樺
派
の
特
色
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
の
「
調
和
」
と
は
、
「
宇
宙
の
意
志
」
に
「
自
分
の
意
志
」
を
あ
わ
せ
る
こ
と

で
「
安
心
立
命
の
実
感
」
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

反
面
白
樺
派
は
、
「
社
会
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
わ

り
だ
し
て
自
己
の
倫
理
的
義
務
を
わ
り
だ
す
と
い
う
仕
方
」
を
、
大
逆
事
件
な

ど
の
た
め
に
初
め
か
ら
「
意
識
的
に
は
い
じ
よ
」
し
、
専
ら
「
自
我
実
現
を
人

生
の
目
標
」
と
し
て
「
心
の
欲
す
る
ま
ま
に
、
い
い
だ
け
道
徳
的
休
日
を
と
り

な
が
ら
、
自
分
の
足
な
み
で
」
「
芸
術
あ
る
い
は
芸
術
の
研
究
」
と
い
う
「
自
分

の
仕
事
」
に
逼
進
し
た
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
「
制
度
が
人
間
を
つ

く
る
仕
方
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
各
個
の
も
つ

実
感
な
る
も
の
が
、
い
か
に
現
在
ま
で
の
制
度
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
も

の
か
を
割
引
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
こ
の
故
に
「
実
感
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
皮
膚
の
下
に
ま
で
入
り
こ
ん
で
し
ま
っ

た
旧
社
会
の
習
慣
に
結
局
は
よ
り
か
か
っ
て
、
判
断
の
基
準
と
す
る
こ
と
と
な
っ

て
し
ま
う
」
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
実
感
と
い
う
固
定
観
念
に
ひ
き
ず
ら
れ
、

こ
の
観
念
を
〔
実
感
の
〕
外
側
か
ら
批
判
す
る
方
法
を
も
た
な
か
っ
た
」
と
さ

れ
る
。こ

の
認
識
の
枠
組
み
を
基
本
的
に
受
け
継
ぐ
形
で
久
野
収
は
、
「
戦
後
日
本
の

思
想
」
の
第
三
章
「
日
本
の
保
守
主
義
「
心
」
グ
ル
ー
プ
」
で
「
社
会
科
学
や

法
則
化
認
識
を
軽
視
す
る
思
想
Ⅱ
教
養
主
義
」
を
「
心
」
グ
ル
ー
プ
の
特
徴
と

し
て
挙
げ
、
こ
れ
を
「
一
方
で
は
白
樺
派
の
芸
術
主
義
、
他
方
で
は
漱
石
門
下

及
び
そ
の
他
の
人
格
主
義
に
集
結
し
て
い
る
哲
学
主
義
」
と
し
、
「
か
つ
て
の
科

学
者
も
「
心
」
に
加
わ
る
と
、
み
ん
な
哲
学
者
と
し
て
発
言
す
る
。
こ
う
い
う

哲
学
主
義
と
芸
術
主
義
を
統
一
的
に
い
い
あ
ら
わ
せ
ば
、
非
政
治
的
な
思
想
Ⅱ

教
養
主
義
の
立
場
で
、
む
し
ろ
規
範
主
義
ｌ
芸
術
的
、
哲
学
的
Ｉ
と
い
っ

て
い
い
。
こ
の
規
範
主
義
は
自
然
科
学
や
社
会
科
学
の
実
証
知
、
法
則
知
を
軽

視
し
て
、
教
養
知
、
解
脱
知
、
個
性
知
を
重
ん
じ
る
人
物
主
義
、
、
王
観
主
義
と

な
り
、
マ
ル
ク
ス
的
法
則
科
学
、
客
観
主
義
に
強
く
反
擢
す
る
」
と
述
べ
る
。

そ
し
て
そ
れ
故
「
心
」
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
「
現
実
存
在
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
を

構
造
的
に
分
析
す
る
社
会
科
学
の
眼
が
欠
け
て
い
ま
す
か
ら
、
現
実
存
在
の
中

で
な
ぜ
規
範
や
理
想
が
〃
疎
外
さ
れ
る
〃
か
と
い
う
、
疎
外
の
問
題
が
正
面
に

出
て
来
な
い
」
ま
ま
、
や
が
て
「
現
実
と
規
範
が
、
（
中
略
）
ベ
ッ
タ
リ
・
イ

デ
ァ
リ
ズ
ム
み
た
い
な
形
で
一
緒
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
」
り
、
「
戦
争
中
の
こ
の

グ
ル
ー
プ
の
実
証
知
を
軽
蔑
し
た
戦
争
判
断
の
あ
ま
さ
も
こ
こ
か
ら
出
て
く
る
」

と
す
る
。

「
現
代
日
本
の
思
想
」
『
戦
後
日
本
の
思
想
」
と
も
、
観
念
・
規
範
・
理
想
・

人
格
及
び
そ
の
具
現
化
と
し
て
の
芸
術
・
哲
学
を
自
ら
の
実
感
に
基
づ
く
も
の

と
し
て
重
視
す
る
白
樺
派
Ⅱ
「
心
」
グ
ル
ー
プ
の
教
養
主
義
（
Ⅱ
主
観
主
義
）
が
、

社
会
を
法
則
化
さ
れ
た
制
度
と
し
て
捉
え
、
そ
の
従
属
変
数
と
し
て
自
己
を
客
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観
視
す
る
科
学
的
観
点
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
批
判
の
裏
に
は
、
久
野
の
弁
に
も
う
か
が
わ
れ
る
通
り
、
敗
戦
か
ら
の
反

省
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
社
会
と
自
己
の
科
学
的
認
識
の
銘
記
が
あ
る
。
「
現

代
日
本
の
思
想
」
で
も
、
「
白
樺
派
に
は
「
制
度
」
と
い
う
観
念
が
か
け
て
い
た

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
ぬ
き
に
し
て
世
界
史
を
見
る
限
り
、
人
間
相
互
の
本
来
の

善
意
と
善
意
と
が
こ
ん
が
ら
か
っ
て
世
界
大
戦
が
生
じ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、

自
分
た
ち
の
戦
争
責
任
を
理
解
す
る
こ
と
も
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
た
。

観
念
に
基
づ
い
て
世
界
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
故
に
規
範
と
現
実
が
一
緒
に

な
り
、
主
観
と
客
観
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
科
学
的
自
己
認
識
・
社
会
認

識
が
不
可
能
に
な
る
白
樺
派
Ⅱ
「
心
」
グ
ル
ー
プ
の
教
養
主
義
の
典
型
と
し
て
、

『
現
代
日
本
の
思
想
」
で
は
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
ら
が
、
『
戦
後
日
本
の

思
想
』
で
は
津
田
左
右
吉
ら
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
教

養
主
義
の
強
力
さ
を
、
自
身
科
学
者
で
あ
る
こ
と
で
最
も
よ
く
示
す
人
物
と
し

て
は
、
『
戦
後
日
本
の
思
想
」
で
『
心
」
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
さ
れ
て
い
た
中

谷
字
吉
郎
を
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在
も
版
を
重
ね
る
先
掲
の
科
学
啓
蒙

書
「
科
学
の
方
法
」
の
著
者
で
あ
り
、
雪
の
研
究
で
世
界
的
に
著
名
な
物
瑚
学

者
で
あ
る
中
谷
は
、
夏
目
漱
石
門
下
の
物
理
学
者
・
寺
田
寅
彦
の
弟
子
で
も
あ

り
、
師
の
寺
田
に
倣
っ
て
数
多
く
の
随
筆
や
絵
画
を
も
の
し
た
文
人
で
も
あ
っ

た
。
「
か
つ
て
の
科
学
者
も
「
心
」
に
加
わ
る
と
、
み
ん
な
哲
学
者
と
し
て
発
言

す
る
」
と
い
う
久
野
の
弁
に
は
、
多
分
に
中
谷
の
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

か
ん
ざ
し

中
谷
の
教
養
主
義
を
よ
く
示
す
も
の
の
一
つ
に
、
随
筆
「
善
を
挿
し
た
蛇
」
亀
文

藝
春
秋
」
一
九
四
六
年
一
二
月
号
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
中
谷
は
「
科
学
が
戦
争

の
役
に
立
つ
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
科
学
の
本
然
の
姿
で
は
な
い
。
科

学
は
自
然
と
人
間
と
の
純
粋
な
交
渉
で
あ
っ
て
、
本
来
平
和
的
な
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
科
学
は
、
自
然
に
対
す
る
驚
異
の
念
と
愛

情
の
感
じ
と
か
ら
出
発
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
そ

し
て
、
「
自
然
に
対
す
る
驚
異
の
念
と
愛
情
」
を
子
ど
も
に
育
ん
で
科
学
に
導
く

た
め
に
は
、
「
子
供
た
ち
に
夢
を
も
た
せ
」
る
「
迷
信
や
怪
異
讃
」
に
も
寛
容
に

な
る
「
非
科
学
的
な
教
育
」
が
必
要
で
、
警
を
挿
し
た
蛇
が
城
跡
の
山
に
出
る

と
い
う
自
分
の
故
郷
の
言
い
伝
え
な
ど
も
、
そ
の
実
践
と
し
て
「
甚
だ
結
構
で

あ
る
」
と
す
る
。
こ
の
論
理
を
敷
術
し
て
中
谷
は
、
少
年
時
代
に
教
師
か
ら
聞

い
た
「
精
密
科
学
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
全
く
の
荒
唐
無
稽
な
空
想
」
で
あ
る
「
物

質
と
勢
力
と
の
一
致
」
の
話
を
引
い
た
後
、
「
物
心
一
如
と
い
う
よ
う
な
、
こ
の

荒
唐
な
夢
が
余
り
に
も
明
ら
か
に
実
現
さ
れ
、
そ
の
原
理
に
従
っ
て
現
実
に
原

子
爆
弾
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
答
を
さ
し
た
蛇
と
原
子
爆
弾
の
原
理
と
が
仲
よ

く
組
合
わ
さ
れ
て
い
た
幼
年
の
日
の
夢
を
、
今
更
の
よ
う
に
な
つ
か
し
く
思
い

見
る
次
第
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
「
こ
の
頃
今
度
の
大
戦
争
で
科
学

は
Ｂ
釣
や
原
子
爆
弾
や
，
．
Ｄ
・
Ｔ
の
よ
う
な
偉
大
な
る
発
明
を
産
ん
だ
と
い

う
よ
う
な
記
事
を
ち
ょ
い
ち
ょ
い
見
受
け
る
。
し
か
し
私
は
少
く
も
そ
れ
ほ
ど

馬
鹿
な
こ
と
は
言
わ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
原
子
爆
弾
は
近
代
人
類
の
希
臘
以

来
の
物
質
の
概
念
を
変
更
し
た
大
発
明
で
あ
っ
て
、
烏
の
先
生
や
除
虫
菊
の
親

玉
と
比
較
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

中
谷
に
お
い
て
は
、
農
学
・
医
学
・
工
学
と
い
っ
た
経
済
な
ど
の
〈
不
純
〉

な
社
会
的
要
素
を
多
分
に
含
む
実
学
的
科
学
の
産
物
で
あ
る
飛
行
機
や
殺
虫
剤

か
ら
、
原
爆
は
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
近
代
人
類
の
希
臘
以
来
の
物
質
の
概

念
を
変
更
し
た
」
と
こ
ろ
の
「
自
然
と
人
間
と
の
純
粋
な
交
渉
で
あ
っ
て
、
本
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来
平
和
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
「
科
学
の
本
然
の
姿
」
を
示
す
「
大
発
明
」
と
し

て
特
権
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
原
爆
こ
そ
、
人
間
と
自
然
と
を
よ
り
高
い
レ
ベ

ル
で
「
調
和
」
さ
せ
、
そ
の
意
味
で
の
「
平
和
」
を
も
た
ら
し
、
「
人
間
の
幸
福

を
計
っ
て
く
れ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
社
会
性
抜
き
の
「
純
粋
」
に
自
然

科
学
的
な
認
識
が
こ
こ
に
あ
る
。
「
幼
年
の
日
の
夢
」
が
科
学
に
よ
っ
て
実
現
し

「
宇
宙
の
意
志
と
自
分
の
意
志
と
の
調
和
を
、
実
感
に
よ
っ
て
知
る
」
と
い
う
白

樺
派
的
幸
福
が
、
確
か
に
こ
こ
に
は
存
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、

一
九
五
四
年
三
月
一
日
に
起
き
た
第
五
福
竜
丸
事
件
に
際
し
、
中
谷
が
同
年
四

月
八
日
付
「
毎
日
新
聞
』
に
発
表
し
た
「
知
恵
の
な
い
人
々
」
と
い
う
文
章
で
、
「
死

の
灰
」
を
分
析
し
て
発
表
し
た
日
本
の
科
学
者
の
行
為
を
ソ
連
へ
の
機
密
漏
洩

と
非
難
し
、
被
害
者
に
は
金
を
出
せ
ば
文
句
も
出
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
旨

－
１
）

の
発
言
を
し
て
、
「
国
民
あ
げ
て
の
憤
激
を
か
つ
た
」
こ
と
に
通
じ
て
く
る
。
そ

こ
に
は
、
核
の
悲
惨
と
い
う
客
観
的
な
社
会
的
事
実
よ
り
も
「
科
学
の
本
然
の

姿
」
と
い
う
「
夢
」
を
優
先
す
る
思
想
が
あ
り
、
ま
さ
に
こ
れ
は
久
野
が
言
う
「
社

会
科
学
や
法
則
化
認
識
を
軽
視
す
る
思
想
Ⅱ
教
養
主
義
」
か
ら
の
自
然
科
学
観

の
真
骨
頂
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
科
学
が
自
己
の
客
観
視
の
た
め
に
は
使
わ
れ
ず
、

専
ら
自
己
正
当
化
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
白
樺
派
Ⅱ
『
心
』
グ
ル
ー
プ
の
教
養
主
義
的
主
客
混
同
批
判
の

延
長
で
、
「
大
江
健
三
郎
の
場
合
、
サ
ル
ト
ル
か
ら
学
ん
で
い
て
も
、
考
え
方
は

「
心
」
の
よ
う
な
日
本
型
古
典
主
義
で
す
」
と
い
う
藤
田
の
批
判
が
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
直
接
に
は
、
初
期
大
江
作
品
に
見
ら
れ
る
、
戦
争
体
験
を
有

す
る
戦
中
派
と
戦
争
体
験
を
持
た
な
い
戦
後
派
の
自
己
と
の
断
絶
意
識
を
、
「
真

の
理
解
者
は
、
本
人
の
自
覚
し
な
い
点
を
す
ら
、
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
」
と
い
う
「
体
験
の
独
占
性
」
へ
の
固

大
江
の
講
演
「
力
と
し
て
の
想
像
力
」
（
「
図
書
」
一
九
七
三
年
二
月
号
）

は
、
科
学
を
め
ぐ
る
大
江
の
特
異
な
体
験
と
、
そ
こ
か
ら
の
独
特
の
見
解
を
語
っ

た
も
の
と
し
て
目
を
引
く
。
大
江
は
こ
こ
で
、
ま
だ
少
年
で
あ
っ
た
敗
戦
直
後

の
一
九
四
五
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
、
「
日
本
は
戦
争
に
な
ぜ
負
け
た
の
か
」
と
い

う
質
問
に
「
科
学
的
で
な
か
っ
た
か
ら
で
す
」
と
答
え
る
よ
う
、
教
師
に
殴
ら

れ
な
が
ら
強
要
さ
れ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
事
ほ
ど
さ
よ
う
に
、

こ
の
一
時
代
に
お
い
て
は
科
学
的
で
な
か
っ
た
か
ら
戦
争
に
負
け
た
、
そ
の
日

本
が
再
生
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
科
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
般
的
な
子
供
で
あ
る
私

自
身
も
科
学
者
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
自
分
の
資
質
が
そ
れ

に
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
私
に
と
っ
て
は
大
き

い
心
理
的
な
傷
に
な
り
ま
し
た
」
と
述
べ
、
併
せ
て
「
科
学
の
威
力
の
裏
側
に

執
と
し
て
批
判
す
る
文
脈
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
個

の
体
験
と
他
の
体
験
と
の
間
に
法
則
を
見
い
だ
す
こ
と
で
客
観
的
に
人
間
と
社

会
を
認
識
し
変
革
す
る
も
の
と
し
て
の
科
学
（
社
会
科
学
）
の
軽
視
と
い
う
白

樺
派
Ⅱ
「
心
」
グ
ル
ー
プ
的
特
徴
を
有
す
る
作
家
と
し
て
、
藤
田
が
大
江
を
理

解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
同
じ
主
観
へ
の
固
執
と
い
っ
て
も
、
白

樺
派
の
そ
れ
が
科
学
軽
視
の
現
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
大
江
の
そ
れ
は
科
学
に

対
す
る
劣
等
感
と
疎
外
感
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
こ
に
戦
後
的
な
特
徴
が
存
す
る

と
思
わ
れ
る
。
次
に
そ
の
こ
と
を
大
江
テ
ク
ス
ト
か
ら
た
ど
っ
て
み
る
。

３
戦
後
科
学
へ
の
絶
望

ｌ
初
期
大
江
文
学
Ｉ

－34－



あ
る
」
「
人
間
的
悲
惨
」
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
「
経
済
的
発
展
期
を
過
ご
し
て

き
た
」
戦
後
日
本
の
「
科
学
第
一
主
義
」
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
後
の
「
科
学
第
一
主
義
」
の
そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
廣
重
徹

『
戦
後
日
本
の
科
学
運
動
」
（
一
九
六
○
年
一
○
月
、
中
央
公
論
社
刊
）
が
指
摘

す
る
、
．
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、
敗
戦
の
詔
勅
に
ひ
き
つ
づ
い
て
放
送
さ
れ

た
」
鈴
木
貫
太
郎
首
相
の
「
日
本
は
科
学
戦
に
敗
れ
た
、
こ
ん
ご
は
科
学
と
文

化
の
再
建
に
つ
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
談
話
で
あ
る
と
言
え
る
。
廣
重
は
、

こ
の
鈴
木
談
話
を
手
始
め
と
し
て
「
文
化
国
家
と
し
て
の
再
生
と
い
う
こ
と
が

合
い
言
葉
の
よ
う
に
ひ
ろ
が
っ
た
。
だ
れ
で
も
、
科
学
文
化
の
建
設
と
そ
れ
を

と
お
し
て
の
世
界
文
化
へ
の
寄
与
を
口
に
し
た
。
こ
う
い
う
主
張
さ
え
す
れ
ば
、

軍
国
主
義
を
く
い
あ
ら
た
め
た
民
主
主
義
者
と
し
て
通
用
す
る
と
い
う
わ
け
で

あ
っ
た
。
新
聞
・
雑
誌
・
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
科
学
者
が
さ
か
ん
に
書
い
た
り
、
し
ゃ

べ
っ
た
り
し
た
こ
と
の
盛
ん
な
こ
と
は
、
ま
さ
に
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
、

科
学
を
め
ぐ
る
敗
戦
直
後
の
状
況
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
後

に
分
析
し
た
の
が
、
『
思
想
の
科
学
」
同
人
で
あ
っ
た
都
留
重
人
の
「
科
学
と
政

治
」
（
『
思
想
」
一
九
五
二
年
四
月
号
）
で
あ
る
。
都
留
は
、
敗
戦
後
の
日
本
の
「
科

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

学
へ
の
期
待
」
に
は
「
日
本
は
科
学
な
き
た
め
に
敗
れ
た
、
と
い
う
反
省
」
、
「
今

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、

後
の
日
本
は
科
学
の
振
興
な
く
し
て
は
や
っ
て
ゆ
け
ぬ
、
と
い
う
こ
と
」
、
「
科

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
Ｖ
、
、
、
、
、
、

学
的
精
神
が
不
十
分
で
あ
っ
た
た
め
に
無
用
の
戦
争
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
て

、
、
、
、

し
ま
っ
た
、
と
い
う
反
省
」
、
「
原
子
爆
弾
の
出
現
に
関
連
し
」
て
「
科
学
者
自

身
と
し
て
も
、
自
ら
が
創
り
あ
げ
た
手
段
が
、
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
無
関
心
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
認
識
」
が
「
戦
勝
国

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
側
」
に
も
芽
生
え
た
こ
と
、
の
四
つ
の
要
素

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
内
第
一
・
二
は
平
和
路
線
に
お
い
て
〈
技
術

立
国
日
本
〉
を
建
設
す
る
科
学
技
術
Ⅱ
応
用
科
学
へ
の
期
待
、
第
三
・
四
は
適

切
な
社
会
情
勢
判
断
と
政
治
行
動
を
導
き
〈
民
主
主
義
〉
を
実
現
す
る
社
会
科

学
へ
の
期
待
に
つ
な
が
る
も
の
と
言
え
る
。
こ
こ
か
ら
、
戦
後
に
お
い
て
ま
ず

求
め
ら
れ
た
科
学
が
、
実
学
的
な
科
学
技
術
Ⅱ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
礼
賛
と
し
て
の
戦
後
の
「
科
学
第
一
主

義
」
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
夢
を
叶
え
る
よ
う
な
や
や
浮
世
離
れ
し
た
も
の

と
し
て
科
学
を
捉
え
る
中
谷
の
教
養
主
義
的
科
学
観
は
、
現
実
に
は
マ
イ
ナ
ー

な
位
置
に
押
し
や
ら
れ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
・
中
谷
が
「
管
を
挿
し
た
蛇
」

で
「
科
学
精
神
を
潤
養
し
た
り
、
幼
い
う
ち
か
ら
も
の
ご
と
を
科
学
的
に
考
察

す
る
癖
を
つ
け
た
り
す
る
」
こ
と
ば
か
り
が
科
学
教
育
で
は
な
い
こ
と
を
強
調

し
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
ろ
う
。
中
谷
の
科
学
観
は
、
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
戦
後
日
本
科
学
に
対
し
て
は
無
力
で
、
そ
の
分
一
見
良
心

的
な
文
人
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
意
味
で
戦
後
社
会
に
お
い

て
は
久
野
・
鶴
見
・
藤
田
ら
が
定
義
す
る
白
樺
派
Ⅱ
『
心
」
グ
ル
ー
プ
と
位
相

を
同
じ
く
す
る
も
の
と
言
え
る
。

少
年
の
大
江
が
抱
い
た
科
学
へ
の
憧
慢
と
失
望
は
、
こ
の
よ
う
な
敗
戦
後
の

状
況
に
お
い
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」
と
な
っ
た
「
科
学
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
強
迫
観
念
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
ま

た
大
江
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
夢
」
と
し
て
の
中
谷
的
な
教
養
主
義
的
科
学
観

が
、
戦
後
日
本
の
科
学
に
よ
っ
て
挫
折
さ
せ
ら
れ
た
体
験
で
も
あ
っ
た
と
言
え

る
。
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
「
最
初
の
詩
」
二
群
像
』
一
九
六
一
年
一
○

月
号
）
で
あ
る
。
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
四
年
目
の
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
大
江
は
、
「
最
前

衛
の
理
論
を
頭
に
お
さ
め
」
る
の
み
な
ら
ず
「
基
本
的
な
実
験
を
つ
う
じ
て
具

体
的
に
も
の
を
つ
く
り
あ
げ
る
科
学
者
」
を
志
望
し
て
い
た
自
分
に
、
中
学
の
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教
師
が
「
科
学
者
だ
け
に
は
な
れ
な
い
よ
」
と
宣
告
し
て
「
ぼ
く
を
恥
辱
感
と

失
望
、
怒
り
の
う
ず
ま
き
の
な
か
へ
つ
き
お
と
し
」
、
そ
の
時
か
ら
「
ぼ
く
は
孤

独
で
暗
く
偏
屈
な
少
年
に
か
わ
っ
た
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
中
学
生
の
頃
「
隣

町
で
科
学
発
明
展
と
い
う
も
の
が
ひ
ら
か
れ
、
ぼ
く
も
連
続
式
ネ
ズ
ミ
取
り
と

い
う
機
械
を
出
品
し
た
」
が
落
選
し
、
入
選
作
品
が
「
黒
板
と
地
図
と
を
一
本

で
指
さ
せ
る
白
黒
ぬ
り
わ
け
の
ム
チ
と
か
、
竹
の
節
ご
と
に
半
月
形
の
切
り
こ

み
を
つ
け
た
ウ
チ
ワ
差
し
と
か
だ
っ
た
」
の
で
、
「
怒
り
と
と
も
に
審
査
員
た
ち

言
③
一

を
軽
蔑
し
た
」
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
伊
丹
十
三
に
よ
る
と
、
こ
こ
で
言
う

「
連
続
式
ネ
ズ
ミ
取
り
」
と
は
、
落
と
し
穴
の
蓋
の
板
の
真
ん
中
に
餌
を
表
と
裏

に
付
け
た
ネ
ズ
ミ
大
の
回
転
板
を
取
り
付
け
た
も
の
ら
し
い
が
、
こ
の
よ
う
な

、
、

、
、

「
夢
」
の
あ
る
個
性
的
な
作
品
よ
り
も
、
実
用
に
耐
え
る
社
会
性
を
備
え
た
製
品

の
方
を
高
く
評
価
す
る
の
が
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
戦
後
の
科
学
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
個
性
よ
り
も
大
衆
性
を
尊
ぶ
民
主
主
義
を
推
進
し
、
白
樺
派
的
上
流

階
級
を
解
体
す
る
と
と
も
に
、
答
を
挿
し
た
蛇
と
い
う
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
が
息
づ

く
自
然
と
の
神
話
的
調
和
の
中
に
あ
っ
た
伝
統
的
な
暮
ら
し
を
非
科
学
的
と
否

定
し
、
国
士
の
画
一
的
な
近
代
化
Ⅱ
都
市
化
を
推
し
進
め
、
少
年
の
大
江
に
「
農

村
か
ら
脱
出
す
る
意
志
を
か
た
め
（
「
最
初
の
詩
」
こ
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
る
。

こ
の
大
江
の
科
学
体
験
を
念
頭
に
置
け
ば
、
初
期
の
大
江
作
品
が
、
こ
の
よ

う
な
戦
後
「
科
学
第
一
主
義
」
の
下
、
科
学
的
・
都
会
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
な

り
き
れ
な
い
劣
等
感
を
抱
き
、
社
会
や
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
る
篭
屈
の
中
で
、

外
界
と
の
神
話
的
な
調
和
の
回
復
を
夢
見
る
者
の
孤
独
な
心
象
を
描
い
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
『
東
京
大
学
新
聞
」
一
九
五
七
年
五
月
二
二
日

号
に
掲
載
さ
れ
荒
正
人
・
平
野
謙
に
認
め
ら
れ
た
「
奇
妙
な
仕
事
」
、
及
び
こ
れ

一
や
，
、
叩
｝
一

〈
〔
ｊ
Ｏ
｝
一

に
引
き
続
く
商
業
誌
デ
ビ
ュ
ー
作
「
死
者
の
箸
り
」
「
他
人
の
足
」
は
、
い
ず
れ

も
病
院
を
舞
台
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
病
院
機
構
の
中
で
、
実
習
用
の
犬

や
死
体
と
い
っ
た
実
験
室
の
中
の
自
然
物
と
の
「
純
粋
な
交
渉
」
に
耽
溺
し
た

り
（
「
奇
妙
な
仕
事
」
「
死
者
の
箸
り
」
）
、
「
外
部
」
か
ら
遮
断
さ
れ
た
「
海
の
近

い
高
原
に
た
て
ら
れ
た
」
療
養
所
で
専
ら
日
光
浴
で
日
を
過
ご
し
自
然
と
同
化

し
た
り
（
「
他
人
の
足
」
）
す
る
主
人
公
ら
の
幸
福
な
「
監
禁
状
態
」
二
九
五
八

年
三
川
文
藝
春
秋
刊
の
短
編
集
「
死
者
の
箸
り
」
の
大
江
の
後
記
）
が
み
ず
み

ず
し
く
描
か
れ
、
こ
れ
が
実
学
的
科
学
と
し
て
の
医
学
が
帯
び
る
不
純
な
政
治

性
・
社
会
性
（
大
学
病
院
機
構
の
官
僚
的
体
質
や
療
養
所
で
隔
離
さ
れ
た
者
に

対
す
る
社
会
的
差
別
）
に
よ
っ
て
打
ち
壊
さ
れ
る
こ
と
へ
の
篭
屈
が
描
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
自
己
を
疎
外
す
る
政
治
性
・
社
会
性
を
帯
び
た
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
が
医
学
の
姿
を
取
っ
て
わ
か
り
や
す
く
具
現
化
さ
れ
て
い
る
が
、
同
じ

一
ゞ
８
）

く
「
監
禁
状
態
」
を
描
く
そ
の
他
の
初
期
作
品
で
も
、
戦
争
（
「
飼
育
」
や
「
芽

（
９
）
｛
川
）
｛
Ⅱ
）

む
し
り
仔
撃
ち
こ
や
占
領
状
態
（
「
人
間
の
羊
ら
、
学
生
運
動
組
織
（
「
偽
証
の
時
」
）

な
ど
が
、
医
学
と
同
様
に
主
人
公
を
疎
外
す
る
政
治
・
社
会
性
を
帯
び
た
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
機
構
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
「
死
者
の
箸
り
」
で
主
人
公
の
「
僕
」

は
、
脱
走
を
図
っ
て
銃
殺
さ
れ
た
兵
士
の
死
体
と
の
架
空
の
対
話
で
、
戦
争
や

政
治
に
関
わ
れ
な
い
者
た
ち
と
し
て
自
分
た
ち
戦
後
世
代
を
虚
無
的
に
捉
え
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
客
が
幸
福
に
合
一
し
て
い
た
戦
前
ま
で
の
教
養
主
義

、
、
、

的
観
点
か
ら
の
、
主
客
が
無
残
に
分
裂
し
た
戦
後
状
況
の
科
学
的
認
識
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
社
会
状
況
の
前
で
う
な
だ
れ
て
積
極
的
に
自

己
の
外
へ
踏
み
出
す
こ
と
な
く
、
失
わ
れ
た
神
話
的
な
主
客
合
一
の
夢
を
美
し

く
歌
い
上
げ
る
リ
リ
シ
ズ
ム
が
「
芽
む
し
り
仔
撃
ち
」
ま
で
の
初
期
大
江
の
本

領
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
早
く
指
摘
し
た
の
が
江
藤
淳
だ
っ
た
と
言
え
る
。
江
藤
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は
、
新
潮
文
庫
「
死
者
の
箸
り
・
飼
育
」
の
解
説
（
一
九
五
九
年
九
月
）
で
「
死

者
の
箸
り
」
を
「
作
者
が
兵
士
の
屍
骸
に
託
し
て
い
る
屈
託
し
た
杼
情
、
屍
体

処
理
の
ア
ル
バ
イ
ト
が
不
可
解
な
手
ち
が
い
か
ら
徒
労
に
お
わ
る
と
い
う
背
理

に
か
く
さ
れ
た
杼
情
は
、
か
つ
て
な
い
す
ぐ
れ
た
資
質
の
出
現
を
示
し
て
い
た

の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
た
。
こ
れ
が
藤
田
省
三
に
言
わ
せ
れ
ば
先
述
の
よ
う

に
「
大
江
健
三
郎
の
場
合
、
サ
ル
ト
ル
か
ら
学
ん
で
い
て
も
、
考
え
方
は
「
心
」

の
よ
う
な
日
本
型
古
典
主
義
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
ス

タ
イ
ル
と
し
て
「
心
」
グ
ル
ー
プ
と
相
似
形
を
な
し
な
が
ら
も
、
以
上
の
よ
う

に
そ
の
内
実
が
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
科
学
に
対
す
る
軽
視
で
は
な
く
、
そ

れ
に
受
身
に
翻
弄
さ
れ
る
ば
か
り
だ
と
い
う
劣
等
感
・
疎
外
感
・
絶
望
感
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
大
江
の
特
異
な
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

に
対
す
る
教
養
主
義
的
科
学
の
敗
北
と
い
う
、
戦
後
的
事
態
の
一
帰
結
と
も
言

え
よ
う
。

や
が
て
大
江
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
戦
後
科
学
に
抑
圧

さ
れ
た
情
念
が
、
超
科
学
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
噴
出

す
る
様
を
迫
力
あ
る
筆
致
で
描
き
出
す
作
品
を
繰
り
出
し
て
い
く
。
「
セ
ヴ
ン

テ
ィ
ー
ン
」
（
「
文
学
界
」
一
九
六
一
年
一
月
号
）
で
は
、
進
学
校
の
劣
等
生
と

し
て
焦
燥
と
篭
屈
を
抱
え
る
疎
外
さ
れ
た
「
お
れ
」
が
、
街
頭
で
怒
号
す
る
右

翼
団
体
党
首
の
演
説
に
自
己
の
境
遇
を
重
ね
て
感
激
し
、
天
皇
に
忠
誠
を
誓
う

右
翼
少
年
と
な
っ
て
、
六
○
年
安
保
デ
モ
隊
を
滅
多
打
ち
に
し
激
し
い
昂
揚
と

解
放
感
を
感
じ
る
。
天
皇
へ
の
忠
誠
を
誓
う
こ
と
に
よ
る
全
能
感
と
快
惚
と
い

う
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
が
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
三
島
由
紀
夫
の
「
憂
国
」

（
「
小
説
中
央
公
論
」
冬
季
号
、
一
九
六
一
年
一
月
）
と
類
似
し
て
お
り
、
三
島

が
武
者
小
路
実
篤
・
志
賀
直
哉
と
い
っ
た
白
樺
派
を
代
表
す
る
作
家
と
同
じ
学

習
院
出
身
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
考
に
値
し
よ
う
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に

抑
圧
さ
れ
る
主
観
的
情
念
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
解
放
さ

れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
後
、
障
碍
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
我
が
子

を
見
殺
し
に
す
る
こ
と
を
断
念
し
、
情
人
と
国
外
逃
亡
す
る
こ
と
を
や
め
て
、

誇
り
と
自
信
を
得
て
日
本
の
家
庭
に
帰
還
し
、
外
国
人
観
光
客
か
ら
金
を
ふ
ん

だ
く
る
通
訳
と
し
て
生
計
を
立
て
よ
う
と
決
心
す
る
主
人
公
を
描
い
た
「
個
人

的
な
体
験
」
（
一
九
六
四
年
八
月
、
新
潮
社
刊
）
、
ま
た
重
藤
文
夫
広
島
原
爆
病

院
長
を
は
じ
め
「
反
体
制
の
志
」
を
以
て
原
爆
の
脅
威
と
戦
う
医
師
た
ち
を
「
広

島
の
正
統
的
な
人
間
」
と
し
て
「
日
本
の
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
積
極
的

シ
ン
ボ
ル
」
と
す
る
な
ど
革
新
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
・

｛
吃
ゞ
一

ノ
ー
ト
」
（
一
九
六
五
年
六
月
、
岩
波
書
店
刊
）
、
さ
ら
に
科
学
文
明
に
疎
外
さ

れ
る
谷
間
の
村
の
人
々
の
篭
屈
が
、
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
鷹
四
の
工
作
に
よ
っ
て
谷

間
の
一
摸
伝
説
を
旗
印
と
し
た
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
高
ま
り
、
在
日
コ

リ
ア
ン
の
経
営
す
る
ス
ー
パ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
標
的
と
し
た
暴
動
と
し
て
爆

発
す
る
様
が
描
か
れ
る
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
二
九
六
七
年
九
月
、

（
咽
）

講
談
社
刊
）
な
ど
に
結
実
す
る
。
こ
れ
ら
は
現
在
も
大
江
の
代
表
作
で
あ
り
続

け
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
後
の
大
江
は
、
「
観
念
論
」
か
ら
脱
し
て
外
界
・
他
者
と
の
双
方

向
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
へ
自
己
を
開
き
、
自
己
変
革
を
目
指
す
人
間
を
描

こ
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
と
し
て
科
学
的
認
識
と
技
術
を

４
科
学
と
し
て
の
文
学
へ

ｌ
人
間
解
放
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
Ｉ
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重
視
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は

り
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
村
人
を
扇
動
し
て

暴
動
を
起
こ
す
弟
鷹
四
の
〈
革
命
〉
に
終
始
冷
淡
で
あ
っ
た
兄
蜜
三
郎
が
、
鷹

四
の
死
後
、
科
学
的
実
証
に
よ
っ
て
鷹
四
か
ら
評
価
す
べ
き
点
を
見
出
し
、
そ

の
こ
と
で
「
期
待
」
の
感
覚
を
回
復
し
て
新
生
活
へ
向
け
行
動
を
起
こ
す
。
ま

た
「
万
延
元
年
」
の
拾
遺
集
と
も
言
う
べ
き
中
短
編
集
「
わ
れ
ら
の
狂
気
を
生

き
延
び
る
道
を
教
え
よ
」
（
一
九
六
九
年
四
月
、
新
潮
社
刊
）
所
収
の
「
父
よ
、

（
Ｍ
）

あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
で
は
、
主
人
公
の
「
肥
っ
た
男
」
が
、
一
方

的
な
思
い
込
み
で
知
的
障
碍
の
あ
る
我
が
子
と
接
し
て
い
た
自
分
を
反
省
し
、

医
師
の
指
導
に
従
っ
て
科
学
的
か
つ
適
切
な
対
応
を
息
子
に
取
り
、
そ
の
こ
と

で
自
ら
も
病
的
な
肥
満
か
ら
脱
し
て
健
康
を
取
り
戻
す
ま
で
が
描
か
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
作
風
の
変
化
の
背
後
に
、
孤
独
な
観
念
に
閉
じ
こ
も
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ

リ
ズ
ム
を
許
さ
な
い
障
碍
児
と
の
共
生
体
験
が
あ
る
こ
と
は
、
「
父
よ
、
あ
な
た

は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
併
せ
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー

ト
」
以
後
、
自
ら
の
観
念
性
を
正
当
化
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
ア
ジ
ア
や
沖

縄
の
視
点
か
ら
大
江
が
相
対
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
も
、
こ
れ
に
関
係
し
て
い
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
」
執
筆
時
の
パ
ー
ト
ナ
ー
だ
っ
た
雑
誌

「
世
界
」
編
集
者
・
安
江
良
介
の
後
押
し
に
よ
る
平
岡
敬
の
韓
国
人
被
爆
者
レ

（
幅
）

ポ
ー
ト
の
発
表
や
、
「
日
本
が
沖
縄
に
属
す
る
」
及
び
「
「
本
土
」
は
実
在
し
な
い
」

（
脇
ゞ
一

と
い
う
認
識
を
得
る
「
沖
縄
ノ
ー
ト
」
（
一
九
七
○
年
九
月
、
岩
波
書
店
刊
）
に

結
実
す
る
沖
縄
体
験
を
経
て
、
「
敗
戦
経
験
と
状
況
七
こ
（
「
世
界
』
一
九
七
一

年
一
○
月
号
）
で
大
江
は
「
か
つ
て
ぼ
く
は
、
や
は
り
広
島
で
原
爆
を
う
け
た

青
年
の
死
に
あ
た
っ
て
自
殺
し
た
、
そ
の
恋
人
の
少
女
に
つ
い
て
文
章
を
書
き

つ
つ
、
新
し
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
花
、
と
い
う
言
葉
を
も
ち
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
し
か
し
い
ま
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
、
た
と
え
そ
れ
に
反
語

的
意
味
あ
い
を
こ
め
て
す
ら
も
、
す
な
わ
ち
言
葉
そ
の
も
の
を
逆
手
に
と
る
よ

う
に
し
て
す
ら
も
、
ぼ
く
は
そ
れ
を
用
い
た
く
な
い
と
考
え
て
い
る
」
と
し
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
」
に
お
け
る
自
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
は
っ
き
り
批
判

し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
「
国
家
に
た
い
し
て
も
、
世
界
に
た
い
し
て
も
、
ま
っ

た
く
独
自
の
自
由
な
足
場
か
ら
、
主
体
的
に
ア
ク
テ
ィ
ヴ
に
対
等
の
闘
い
を
た

た
か
」
う
「
人
間
」
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
を
打
ち
出
す
の
で
あ
る
。

こ
の
「
人
間
」
の
立
場
が
社
会
的
意
義
を
持
つ
た
め
に
は
、
自
己
と
外
界
（
他
者
．

社
会
・
自
然
）
と
の
「
交
渉
」
を
、
「
純
粋
」
と
い
う
観
念
的
・
主
観
的
な
状
態

に
と
ど
め
ず
、
「
再
現
可
能
の
原
則
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
客
観
的
に
捉
え
る
科

学
的
な
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、
よ
り
多
く
の
、
そ
し
て
常
に
新
た
な

視
点
か
ら
、
自
他
関
係
を
絶
え
ず
問
い
直
し
、
自
他
の
よ
り
よ
い
「
交
渉
」
の

方
法
を
追
求
し
続
け
る
こ
と
が
、
真
に
科
学
的
な
態
度
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
編

み
出
さ
れ
る
技
術
こ
そ
、
人
間
解
放
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

く
げ
一

こ
の
こ
と
を
大
江
は
評
論
集
「
状
況
へ
」
（
一
九
七
四
年
九
月
、
岩
波
書
店
刊
）

で
「
科
学
的
な
認
識
と
い
う
こ
と
に
つ
き
つ
け
て
い
え
ば
、
想
像
力
は
そ
の
う

ち
に
く
い
こ
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
想
像
力
的
な
現
実
認
識
の
展
開
は
、

つ
ね
に
科
学
的
な
認
識
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
ど
、

ま
た
「
主
体
的
に
状
況
を
と
ら
え
な
お
す
。
そ
の
行
為
の
動
力
源
と
な
る
も
の

こ
そ
が
、
想
像
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
第
一
二
章
）
と
明
瞭
に
語
る
。
こ
の
「
科

学
的
な
認
識
に
よ
っ
て
裏
う
ち
さ
れ
」
た
「
想
像
力
」
こ
そ
、
科
学
を
も
常
に

問
い
直
し
続
け
る
真
の
科
学
の
動
力
源
で
あ
り
、
「
国
家
」
や
「
世
界
」
に
対
し

て
「
ま
っ
た
く
独
自
の
自
由
な
足
場
」
に
あ
り
つ
づ
け
よ
う
と
す
る
自
立
し
た
「
人
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間
」
の
立
場
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
「
人
間
」
こ
そ
「
民

主
主
義
者
」
で
あ
る
こ
と
が
、
「
白
鯨
の
も
っ
と
も
暴
力
的
な
、
反
人
間
的
な
滅

茶
な
仮
面
の
う
し
ろ
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
筋
道
通
っ
た
も
の
に
む
か
い
あ
う
」

た
め
に
白
鯨
を
追
い
続
け
る
エ
イ
ハ
ブ
船
長
（
メ
ル
ビ
ル
「
白
鯨
」
の
主
人
公
）

を
「
自
立
し
た
人
間
」
「
天
上
な
る
も
の
へ
の
民
主
主
義
者
〈
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
）
」

「
想
像
力
の
側
の
人
間
」
と
評
す
る
こ
と
を
通
じ
て
主
張
さ
れ
る
（
第
七
章
）
。
「
状

況
へ
」
は
、
こ
の
「
人
間
」
の
立
場
か
ら
の
現
代
科
学
文
明
批
評
で
あ
り
、
そ

れ
は
最
終
的
に
「
学
生
運
動
あ
る
い
は
大
学
改
革
の
実
践
」
や
「
科
学
的
な
追

求
の
現
場
」
な
ど
、
「
そ
れ
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
道
が
」
「
い
っ
た
ん
そ
の
気
に
な
れ
ば
」

「
そ
こ
に
つ
う
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
行
き
ど
ま
り
」
と
し
て
の
「
神
秘
主
義
」

へ
の
批
判
に
収
敵
す
る
（
第
一
二
章
）
。
「
科
学
の
も
た
ら
す
人
間
的
悲
惨
と
ま
っ

た
く
無
関
係
」
に
「
科
学
の
威
力
を
示
威
す
る
だ
け
の
存
在
」
と
し
て
の
「
ウ

ル
ト
ラ
マ
ン
」
（
第
四
章
）
や
「
国
家
権
力
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
こ
た
え
て
と
い
う

よ
り
以
上
に
、
た
と
え
ば
オ
ー
ト
メ
化
さ
れ
た
戦
場
と
い
う
構
想
に
熱
中
し
て
」

研
究
に
逼
進
す
る
エ
リ
ー
ト
科
学
者
集
団
「
ジ
ェ
イ
ソ
ン
局
」
（
第
五
章
）
、
「
絶

対
的
な
る
も
の
」
を
「
相
対
化
す
る
自
立
し
た
人
間
と
は
ど
の
よ
う
な
人
間
な

の
か
」
を
突
き
詰
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
戦
後
状
況
」
に
お
い
て
残
り
続
け

る
「
絶
対
天
皇
制
の
幻
」
（
第
七
章
）
、
「
科
学
」
の
も
た
ら
す
悲
惨
に
対
し
て
「
忍

受
の
精
神
」
を
強
い
る
「
絶
対
天
皇
制
的
な
る
も
の
」
を
背
景
と
し
た
「
国
益
」

と
い
う
大
義
（
第
八
章
）
な
ど
、
『
状
況
こ
で
批
判
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
こ
の
「
神
秘
主
義
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

こ
の
「
神
秘
主
義
」
が
纏
う
も
の
が
「
科
学
的
な
イ
デ
ィ
オ
ム
に
よ
る
眼
く

ら
ま
し
の
言
葉
」
（
第
二
章
）
だ
と
言
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
抗
す
る
「
わ
れ

わ
れ
が
進
ん
で
そ
の
言
葉
を
自
分
の
言
葉
と
し
て
採
用
し
、
こ
の
科
学
の
時
代

を
生
き
延
び
、
そ
れ
を
改
造
し
さ
え
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
の
よ
う
な
真

の
科
学
者
の
言
葉
」
を
発
す
る
者
は
、
「
そ
の
専
門
の
分
野
で
、
つ
ね
に
「
こ
れ

が
人
間
で
あ
る
こ
と
と
な
ん
の
関
係
が
あ
る
か
」
と
問
い
つ
つ
」
仕
事
を
す
る
「
ユ

マ
ニ
ス
ト
」
と
し
て
の
科
学
者
だ
と
大
江
は
述
べ
る
（
第
二
章
）
。
こ
の
「
ユ
マ

ニ
ス
ト
」
は
、
「
絶
望
し
す
ぎ
ず
、
む
な
し
い
希
望
に
酔
い
す
ぎ
る
こ
と
も
な
い
」

「
実
際
的
」
な
態
度
で
困
難
に
向
き
合
っ
た
重
藤
博
士
ら
広
島
の
医
師
た
ち
と
し

て
、
既
に
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
」
に
登
場
し
て
い
た
。
「
状
況
へ
」
に
お
い
て
、

こ
れ
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
媒
介
な
し
に
語
る
こ
と
が
出
来
た
時
、
大
江
は
戦

後
の
「
科
学
第
一
主
義
」
に
対
す
る
劣
等
感
・
疎
外
感
を
克
服
し
、
「
科
学
的
な

認
識
に
よ
っ
て
う
ら
う
ち
さ
れ
」
た
「
想
像
力
」
を
文
学
の
方
法
と
し
て
、
自

ら
科
学
技
術
を
使
い
こ
な
す
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
は
先
掲
「
力

と
し
て
の
想
像
力
」
で
、
作
家
を
「
言
葉
の
技
術
者
」
「
想
像
力
の
技
術
者
」
と

規
定
し
、
「
科
学
が
人
間
を
殺
す
な
ら
ば
、
文
学
は
当
然
、
科
学
に
む
け
て
、
た

と
え
勝
ち
目
の
な
い
戦
い
を
で
あ
れ
、
そ
の
想
像
力
の
力
に
お
い
て
い
ど
ま
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
す
る
一
方
、
「
反
・
科
学
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
を
戒
め
る
と
い
っ
た
形

で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
、
現
実
を
「
明
視
」
し
人
間
を
解
放

す
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
文
学
を
科
学
的
に
理
論
化
し
た
も
の
が
「
小
説
の

方
法
」
（
一
九
七
八
年
五
月
、
岩
波
書
店
刊
）
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
大
江
が
「
言
葉
の
技
術
者
」
「
想
像
力
の
技
術
者
」
と
言
っ
た
場
合
の

「
技
術
者
」
が
、
単
独
の
職
人
で
は
な
く
組
織
化
さ
れ
た
エ
ン
ジ
ニ
ア
で
あ
る
こ

と
は
、
「
小
説
の
方
法
」
に
お
い
て
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
最
終
章
「
Ｘ

５
結
論
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
文
学
者
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、

、

文
学
に
お
け
る
「
個
」
と
「
個
」
を
超
え
た
も
の
の
合
一
と
い
う
こ
こ
で
の

ビ
ジ
ョ
ン
は
ま
さ
に
白
樺
派
と
相
似
形
を
成
す
の
だ
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
も

の
が
「
実
感
」
で
は
な
く
「
神
話
学
」
と
い
う
科
学
的
知
見
で
あ
り
、
そ
の
形

式
が
『
暗
夜
行
路
』
の
よ
う
な
自
然
と
個
と
の
融
合
で
は
な
く
「
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
装
備
し
た
支
配
構
造
」
と
対
抗
す
べ
く
戦
略
づ
け
ら
れ
た
個
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
江
の
戦
後
的
特
色
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
無
論

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
個
の
解
放
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
構
築
す
る

方
法
と
し
て
小
説
Ⅱ
文
学
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
職
人
と
し
て

の
芸
術
家
た
る
白
樺
派
に
比
し
て
の
、
方
法
を
普
遍
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し

方
法
と
し
て
の
小
説
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

、

書
き
手
は
個
の
言
葉
を
書
き
し
る
す
の
だ
が
、
ま
ず
、
語
、
文
章
の
レ
ヴ
ェ

ル
で
す
で
に
備
え
て
い
る
奥
行
き
、
構
造
に
よ
っ
て
、
文
学
表
現
の
言
葉
は
、

、

そ
の
個
を
超
え
る
表
現
を
成
就
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
文
学
表
現
の
言

、

葉
に
よ
る
作
品
と
し
て
共
通
の
場
に
い
た
り
な
が
ら
、
そ
の
表
現
が
、
個
の

有
機
的
な
特
質
を
う
し
な
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
す
で
に
あ
き
ら
か
に
し

て
き
た
と
お
り
に
、
そ
れ
は
想
像
力
的
な
も
の
を
喚
起
す
る
文
学
表
現
の
言

葉
の
仕
掛
け
、
い
わ
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
見
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
想
像
力
的
な
も
の
の
、
文
学
表
現
の
言
葉
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
に
、
神

話
学
的
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ワ
的
な
読
み
と
り
が
か
さ
ね
ら
れ
る
時
、
書
き
手
の

、個
は
時
間
、
空
間
に
わ
た
っ
て
多
様
な
集
団
的
想
像
力
と
む
す
び
つ
く
。
．

、

ン
ピ
ュ
ー
タ
を
装
備
し
た
支
配
構
造
の
言
葉
の
砦
に
た
い
し
て
、
個
の
言
葉

な
が
ら
強
靱
に
文
学
表
現
の
言
葉
も
戦
略
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
意
識
的
に
共
有
す
る
エ
ン
ジ
ニ
ア
と
し
て
の
文
学
者
・
大
江
の
姿
勢
が
鮮
や

か
で
あ
る
。
そ
の
文
学
的
理
念
が
果
た
し
て
「
観
念
論
」
で
な
い
か
ど
う
か
は
、

今
後
個
々
の
作
品
に
当
た
っ
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

注

（
１
）
黒
崎
政
男
「
ゆ
ら
ぐ
科
学
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
。
『
朝
日
新
聞
」
二
○
○
二

年
六
月
一
九
日
夕
刊
。

（
２
）
初
出
は
「
戦
後
日
本
の
思
想
の
再
検
討
」
。
「
中
央
公
論
」
一
九
五
八
年
一

～
一
二
月
号
。

（
３
）
勁
草
書
房
版
「
戦
後
日
本
の
思
想
」
二
九
六
六
年
三
月
刊
）
の
久
野
収
「
あ

と
が
き
」
に
よ
る
。
な
お
本
稿
で
は
二
○
一
○
年
一
月
刊
の
岩
波
現
代
文

庫
版
「
戦
後
日
本
の
思
想
」
を
参
照
し
た
。

（
４
）
廣
重
徹
「
戦
後
日
本
の
科
学
運
動
」
（
一
九
六
○
年
一
○
月
、
中
央
公
論

社
刊
）
。

（
５
）
伊
丹
十
三
「
永
久
式
ネ
ズ
ミ
ト
リ
機
」
。
「
日
本
文
学
全
集
別
大
江
健
三

郎
賞
一
九
七
一
年
七
月
、
河
出
書
房
新
社
刊
）
「
解
説
」
。
な
お
こ
こ
で
は
「
永

久
式
ネ
ズ
ミ
ト
リ
機
」
ど
な
っ
て
い
る
。

（
６
言
文
學
界
」
一
九
五
七
年
八
月
号
。

（
７
言
新
潮
」
一
九
五
七
年
八
月
号
。

（
８
三
文
學
界
」
一
九
五
八
年
一
月
号
。

（
９
舅
群
像
」
一
九
五
八
年
六
月
号
。

（
蛆
）
「
新
潮
」
一
九
五
八
年
二
月
号
。

（
Ⅱ
臺
文
學
界
』
一
九
五
七
年
一
○
月
号
。

（
皿
）
初
出
『
世
界
』
一
九
六
三
年
一
○
月
、
六
四
年
一
○
月
～
六
五
年
三
月
号
。
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（
Ｂ
）
初
出
「
群
像
」
一
九
六
七
年
一
月
～
七
月
号
。

（
Ⅲ
）
前
半
「
ａ
裏
」
は
原
題
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」
と
し
て
「
文

學
界
』
一
九
六
八
年
一
○
月
号
、
後
半
「
ｂ
表
」
は
原
題
「
わ
れ
ら
の
狂

気
を
生
き
延
び
る
道
を
教
え
よ
」
と
し
て
『
新
潮
』
一
九
六
九
年
二
月
号

（
船
）
初
出
『
世
界
」

月
～
六
月
号
。

（
Ⅳ
）
初
出
「
世
界
』

に
初
出

（
脂
）
平
岡
敬

号
）
。
《

良
介

平
岡
敬
「
韓
国
の
原
爆
被
災
者
を
訪
ね
て
」
言
世
界
」
一
九
六
六
年
四
月

号
）
。
な
お
平
岡
は
「
韓
国
人
被
爆
者
へ
の
眼
差
し
」
（
「
追
悼
集
安
江

良
介
そ
の
人
と
思
想
」
、
一
九
九
九
年
一
月
、
「
安
江
良
介
追
悼
集
」
刊

行
委
員
会
編
・
発
行
に
所
収
）
で
、
中
国
新
聞
記
者
と
し
て
ソ
ウ
ル
を
取

材
し
、
政
治
に
見
棄
て
ら
れ
て
苦
し
む
韓
国
人
被
爆
者
の
実
態
ル
ポ
を
連

載
し
た
と
こ
ろ
、
岩
波
書
店
の
雑
誌
『
世
界
』
の
編
集
者
だ
っ
た
安
江
の

目
に
と
ま
り
、
安
江
か
ら
「
こ
れ
は
大
事
な
問
題
だ
。
ぜ
ひ
『
世
界
』
に

書
い
て
く
れ
ま
せ
ん
か
」
と
勧
め
ら
れ
、
「
韓
国
の
原
爆
被
災
者
を
訪
ね
て
」

を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
。

初
出
「
世
界
一
一
九
六
九
年
三
月
、
八
月
、
一

一
九
七
三
年
二
月
～
七
四
年
一
月
号
。

一
○
月
～
七
○
年
一
月
、
三
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