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第
二
回 
春
は
〈
い
じ
め
〉
の
季
節 

高
田
明
典  

春
が
来
た
。
イ
ラ
ク
戦
争
か
ら
五
年
目
の
春
が
来
た
。
多
く
の
も
の
を
破
壊
し
、
多
く
の
人
を
傷
つ
け
殺
し

て
い
る
戦
争
も
、
命
の
息
吹
が
香
る
春
が
蘇
っ
て
く
る
こ
と
だ
け
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
一

。 

ど
う
し
て
戦
争
は
な
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
―
―
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
問
い
損
な
い
と
な
る
の
は
、
そ
れ
が
青

臭
い
か
ら
で
は
な
く
、
理
由
を
聞
く
と
い
う
形
式
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
二

。 

春
は
ま
た
、
進
級
や
進
学
の
季
節
で
も
あ
る
。
新
し
い
学
校
や
職
場
や
ク
ラ
ス
に
仄
か
な
期
待
と
大
き
な
不

安
を
胸
に
抱
き
つ
つ
、
息
を
殺
し
て
日
々
を
送
る
人
た
ち
が
街
を
行
き
交
う
季
節
で
あ
る
。
人
と
の
新
し
い
出

会
い
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
摩
擦
や
軋
轢
も
発
生
す
る
。
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
誰
も
が
乗
り
越
え
て
い

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
力
で
乗
り
越
え
る
こ
と
が
難
し
い
関
係
が
発

生
し
て
し
ま
う
こ
と
も
、
ま
ま
あ
る
。 

誰
も
が
悪
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
簡
単
に
は
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
社
会
の
一
つ
の
大
き
な

矛
盾
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、「
そ
れ
を
維
持
す
る
力
」「
そ
の
発
生
を
支
え
る
力
」
が
ど
こ
か
に
存
在
し

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
三

。
人
間
関
係
に
お
け
る
摩
擦
や
軋
轢
は
当
然
存
在
す
る
し
、
あ
る
人
に
対
し
て

の
嫌
悪
感
や
忌
避
感
が
生
ま
れ
る
の
も
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
の

個
人
的
な
嫌
悪
感
や
忌
避
感
が
、
集
団
の
力
に
仮
託
さ
れ
た
と
き
に
「
い
じ
め
」
と
な
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
は
、

「
い
じ
め
」
と
い
う
現
象
に
は
敏
感
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
維
持
と
発
生
を
底
で
支
え
て
い
る
力
に
関
し
て

は
、
あ
ま
り
に
無
頓
着
だ
。 

あ
ま
り
賢
く
な
さ
そ
う
な
タ
レ
ン
ト
や
若
者
が
よ
く
口
に
す
る
言
葉
に
「
空
気
が
読
め
な
い
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
。「
空
気
読
め
よ
ぉ
～
」
と
か
「
空
気
読
め
ね
ぇ
な
ぁ
～
」
な
ど
と
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
下
劣
な

言
葉
だ
。
こ
こ
で
「
空
気
」
と
は
、
そ
の
場
が
持
っ
て
い
る
雰
囲
気
や
方
向
性
の
こ
と
を
指
す
も
の
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
表
面
的
に
は
「
場
の
方
向
性
に
従
え
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
（
そ
れ
も
最
悪
だ
が
）、
さ

                              

                              

 

一 

菊
池
寛
『
勲
章
を
貰
う
話
』
冒
頭
に
よ
る
。「
春
が
来
た
。
欧
州
戦
争
第
二
年
目
の
春
が
来
た
。
す
べ
て
の
も
の
を
破
壊

し
、
多
く
の
人
類
を
殺
傷
し
て
い
る
戦
争
も
、
春
が
蘇
っ
て
く
る
の
だ
け
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。」
周
知
の

と
お
り
、
菊
池
寛
は
文
藝
春
秋
社
の
創
設
者
。
連
載
初
回
は
文
豪
で
あ
る
夏
目
漱
石
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
始
め
た
が
、
第
二

回
は
当
然
、
菊
池
寛
で
、
と
い
う
こ
と
。 

 

二 

い
わ
ゆ
る"W

hy"

の
質
問
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
場
合
や
、
実
効
的
な
質
問
と
す

る
場
合
は
、"H

ow"

の
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
ど
う
す
れ
ば
戦
争
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い

う
形
式
に
な
っ
て
、
初
め
て
意
味
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
構
造
主
義
的
な
考
え
方
の
重
要
な
立
脚
点
で
も
あ
り
、
ま
た
、「
何
か

有
意
義
な
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
科
学
」
が
必
ず
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
考
え
か
た
で
あ
る
。 

 

三 

社
会
と
個
人
の
関
係
を
扱
う
研
究
者
の
中
心
的
な
問
題
意
識
は
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
。ブ
ル
デ
ュ
ー
は
そ
れ
を
ハ
ビ
ト

ゥ
ス
と
呼
び
、
ル
ー
マ
ン
は
ゼ
マ
ン
テ
ィ
ク
（
意
味
）、
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
は
「
ク
ル
ツ
ー
ル
（
文
化
）」、
ギ
ア
ー
ツ
は
「
文
化

的
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ん
だ
。 
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ら
に
実
際
に
は
「
こ
の
私
が
好
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
、
こ
の
方
向
性
に
従
え
」
と
い
う
こ
と
を
「
場
の
力
」

に
仮
託
し
て
強
制
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

ゴ
フ
マ
ン
四

は
相
互
関
係
秩
序
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、「
場
の
空
気
」
が
発
生
し
固
定
し
て
い
く
様
子
を
説

明
す
る
五

。
二
人
の
人
間
が
出
会
っ
た
と
き
、
お
互
い
に
相
手
が
「
何
者
で
あ
る
か
」
を
探
り
な
が
ら
会
話
や

行
動
が
進
行
す
る
。
知
り
合
い
で
あ
っ
て
も
同
じ
こ
と
だ
。
相
手
が
何
を
考
え
、
何
を
好
み
、
あ
る
話
題
を
ど

う
評
価
し
て
い
る
の
か
を
探
り
あ
い
な
が
ら
、
次
第
に
お
互
い
の
立
ち
位
置
を
確
保
し
て
い
く
。 

双
方
の
意
思
に
端
を
発
し
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
そ
れ
を
越
え
た
力
が
発
生
す
る
。
一
つ
の
言
葉
は
相
手
に
影

響
し
、相
手
の
言
葉
や
態
度
が
微
妙
に
変
化
す
る
。そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
私
の
態
度
や
言
葉
が
影
響
を
受
け
る
。

受
け
、
応
え
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
ら
の
受
け
応
え
が
新
た
な
方
向
性
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
影

響
す
る
。
ジ
ャ
ズ
の
よ
う
に
―
―
場
の
空
気
は
存
在
す
る
も
の
の
、
し
か
し
、
そ
こ
で
は
誰
も
「
空
気
を
読
め
」

と
は
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
暗
黙
の
了
解
で
あ
り
、
命
令
し
た
り
言
葉
に
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
少
々
音

が
外
れ
よ
う
と
、
リ
ズ
ム
が
崩
れ
よ
う
と
、
ス
イ
ン
グ
感
が
損
な
わ
れ
よ
う
と
。 

少
し
堅
物
が
い
て
そ
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
と
き
は
、
小
声
で
こ
う
反
論
す
る
の
が
常
だ
―
―
ま
ぁ
ね
、
だ

け
ど
ジ
ャ
ズ
じ
ゃ
な
い
か
―
―
。軍
楽
隊
で
も
古
典
音
楽
で
も
な
い
か
ら
ね
。場
の
空
気
を
大
事
に
す
る
の
は
、

そ
こ
に
い
る
人
が
大
事
だ
か
ら
だ
。
枠
組
み
は
大
事
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
よ
り
も
大
事
な
枠
組
み
な
ど
な

い
。
枠
組
み
や
規
律
が
大
好
き
な
ら
軍
楽
隊
に
入
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
。 

個
人
の
力
は
限
り
な
く
小
さ
く
弱
い
。
私
た
ち
は
関
係
に
も
た
れ
あ
っ
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
ひ
弱
な
存

在
だ
。
し
か
し
そ
の
ひ
弱
な
人
間
も
、
な
に
が
し
か
の
共
同
体
に
不
承
不
承
で
も
属
し
な
が
ら
、
意
志
を
持
ち
、

感
情
を
持
ち
、（
普
通
は
）
幸
福
を
追
求
す
る
。
私
た
ち
は
自
分
が
幸
福
に
な
る
た
め
に
、
も
し
く
は
、
自
分
の

欲
望
や
欲
求
を
充
足
さ
せ
る
手
段
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
、共
同
体
や
社
会
と
い
う
仕
組
み
を
作
り
上
げ
た
。

だ
か
ら
、
そ
の
共
同
体
を
自
分
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
間
が
い
て
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
は
そ
う
や
っ
て
生
き
て
い
る
。 

し
か
し
一
方
で
、
奇
妙
な
現
象
が
存
在
す
る
。
そ
の
目
的
が
不
明
な
行
動
が
横
行
し
て
い
る
。
そ
れ
が
「
い

じ
め
」
だ
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
利
得
や
目
的
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
誰
か
を
嫌
悪
し
、
忌
避
す
る
こ
と
に
よ

る
「
利
益
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。 

石
川
忠
司
六

は
、
そ
の
著
書
『
極
太
!!
思
想
家
列
伝
』
に
お
い
て
、
現
代
の
底
辺
層
の
若
者
の
多
く
は
「
ま

っ
と
う
な
欲
望
」
を
持
っ
て
い
な
い
ゾ
ン
ビ
な
の
だ
と
指
摘
す
る
。
コ
ミ
ッ
ク
『
ド
ラ
ゴ
ン
桜
』
が
底
辺
層
の

若
者
に
「
欲
望
と
手
段
と
の
関
係
」
を
教
え
る
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
彼
ら
が
そ
れ
を
知
ら
な
い

か
ら
だ
」
と
言
う
。
欲
望
を
満
た
す
手
段
を
知
ら
な
い
か
ら
、
も
し
く
は
そ
も
そ
も
「
ま
っ
と
う
な
欲
望
」
を

                              

                              

 

四 

ア
ー
ビ
ン
グ
・
ゴ
フ
マ
ン
（Goffm

an, Erving

）。
米
国
の
社
会
学
者
。「
ゴ
ッ
フ
マ
ン
」
と
促
音
つ
き
で
表
記
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。「
ゴ
フ
マ
ン
社
会
学
」
と
も
称
さ
れ
る
社
会
学
の
新
し
い
潮
流
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。 

 

五 

佐
藤
毅
（
訳
）
折
橋
徹
彦
（
訳
）『
出
会
い
―
相
互
行
為
の
社
会
学
』、
誠
信
書
房
、 

一
九
八
五 

 

六 

文
芸
評
論
家
。『
現
代
小
説
の
レ
ッ
ス
ン
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）、『
衆
生
の
論
理
』（
筑
摩
書
房 

、
二
〇
〇
八
年
）

な
ど
で
知
ら
れ
る
。
最
近
出
た
『
新
・
龍
馬
論
』
は
特
に
面
白
い
。
先
日
池
袋
で
飲
ん
だ
と
き
に
、
来
年
（
二
〇
一
一
年
）

か
ら
東
北
芸
術
工
科
大
学
の
教
授
に
な
る
と
聞
い
て
驚
い
た
ば
か
り
。「
大
学
」
と
い
う
組
織
の
嫌
な
と
こ
ろ
を
た
く
さ
ん
吹

き
込
ん
で
お
い
た
。
来
年
か
ら
山
形
に
住
む
ら
し
い
。
寂
し
く
な
る
ね
ぇ
。 
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持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
誰
か
を
嫌
っ
た
り
忌
避
し
た
り
と
い
う
何
の
利
益
も
な
い
行
動
に
血
道
を
あ
げ
る
こ
と

に
な
る
。 

近
代
的
自
我
と
は
、
個
人
の
欲
望
の
発
生
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
欲
望
そ
の
も
の
は
前
近
代
に

も
存
在
し
た
。
近
代
に
お
い
て
は
、
欲
望
は
個
人
ご
と
に
個
別
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
を
処
理
す
る
の
も
個
人

の
決
定
と
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
「cogito ergo sum

(

考
え
る
、
ゆ
え
に
、

存
在
す
る)

」
と
い
う
言
葉
が
近
代
的
自
我
の
発
生
を
示
す
宣
言
で
あ
る
と
さ
れ
、「
自
己
の
実
在
の
証
明
」
が

そ
の
中
心
要
素
で
あ
る
と
言
う
人
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
は
決
定
的
な
誤
解
で
あ
る
。「
私
は
考
え
る
、
し
た

が
っ
て
、
私
は
存
在
す
る
」
と
解
釈
さ
れ
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
「
私
の
思
考
が
存

在
す
る
、
し
た
が
っ
て
、
私
が
存
在
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
に
等
し
い
七

。「
私
の
鉛
筆
が
存
在
す
る
、
し
た
が

っ
て
、
私
が
存
在
す
る
」
と
い
う
も
の
と
同
じ
だ
。
こ
れ
で
証
明
だ
な
ど
と
言
っ
た
ら
、
き
っ
と
デ
カ
ル
ト
に

も
ぶ
っ
と
ば
さ
れ
る
。 

デ
カ
ル
ト
は
「
思
考
は
私
の
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
存
在
論
的
な
自
己

の
実
在
証
明
な
ど
で
は
な
い
（
比
較
的
専
門
に
近
い
人
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
誤
解
し
て
い
る
場
合
が
多
い
の
に

は
辟
易
と
す
る
）。
そ
し
て
こ
の
「
思
考
」
と
は
個
別
の
欲
望
を
現
実
化
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
個
別

の
も
の
と
な
る
。
も
し
も
欲
望
が
同
じ
で
あ
る
な
ら
ば
思
考
の
出
る
幕
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
祖
父
や
父
や
兄
弟

や
仲
間
と
同
じ
欲
望
を
充
足
さ
せ
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
よ
い
八

。
そ
の
と
き
思
考
が
果
た

す
役
割
は
著
し
く
小
さ
い
―
―
人
と
異
な
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
思
考
が
必
要
と
な
る
九

。 

フ
ロ
イ
ト
一
〇

の
偉
大
な
業
績
は
、
欲
望
と
、
そ
れ
を
抑
圧
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
の
画
期
的
な
図
式
一
一

を
提

供
し
た
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
時
代
の
要
請
に
よ
る
も
の
だ
。
個
別
の
欲
望
が
発
生
し
、
同
時
に
、

そ
れ
を
規
制
し
抑
圧
す
る
仕
組
み
も
存
在
し
て
い
る
。
自
我
と
は
、
欲
望
と
規
制
の
境
界
面
に
発
生
す
る
概
念

で
あ
る
。
恐
ろ
し
い
。
逆
に
言
え
ば
、
欲
望
（
リ
ビ
ド
ー
一
二

）
も
規
制
（
超
自
我
一
三

）
も
、
ど
ち
ら
も
「
私
」

                              

                              

 

七 

詳
し
く
は
拙
著
『
構
造
主
義
方
法
論
入
門
』（
夏
目
書
房
）
の
付
録
を
参
照
の
こ
と
。
と
は
言
う
も
の
の
、
版
元
営
業
停

止
で
、
入
手
は
難
し
い
が
。 

 

八 

連
載
第
一
回
の
「
近
代
的
自
我
」
の
脚
注
を
参
照
。 

 

九 

さ
ら
に
言
え
ば
、
ル
ー
マ
ン
（Luhm

ann, N
iklas

）
に
よ
れ
ば
、
人
が
自
由
に
思
考
し
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世

界
の
複
雑
さ
の
度
合
い
が
大
き
く
な
り
、
そ
の
複
雑
さ
を
縮
減
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
た
め
に
、
社
会
が
生
ま
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。 

 

一
〇 

ジ
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
（Freud, Sigm

und)

。
精
神
分
析
学
の
開
祖
。 

 

一
一 

い
わ
ゆ
る
「
無
意
識
」
の
構
図
の
こ
と
。 

 

一
二 "Libido"

と
は
性
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
「
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
。
つ

ま
り
、「
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
個
人
に
お
い
て
具
現
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
性
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
な
る
。 

 

一
三 "Ü

ber-Ich"

つ
ま
り
、
自
分
の
上
に
位
置
し
、
自
分
を
越
え
る
も
の
。
英
訳
で"super ego"

と
さ
れ
る
。
自
我
は
、
フ

ロ
イ
ト
の
用
語
で
は"das Ich"

も
し
く
は
単
に"Ich"

で
あ
り
、
代
名
詞"ich"

（
私
）
の
頭
文
字
が
大
文
字
と
さ
れ
て
い
る
だ

け
の
表
現
。
こ
れ
を"ego"

と
英
訳
し
た
の
は
す
ご
い
才
能
だ
と
感
じ
る
。
こ
の
英
訳ego

が
あ
っ
て
こ
そ
の
、
フ
ロ
イ
ト
心

理
学
か
と
も
。 
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。「
私
」
と
は
、「
私
」
で
は
な
い
欲
望
と
、「
私
」
で
は
な
い
規
制
の
、
力
関

係
の
中
に
発
生
す
る
架
空
の
回
路
で
し
か
な
い
。
し
か
し
フ
ロ
イ
ト
は
あ
く
ま
で
も
「
個
」
を
重
要
だ
と
考
え
、

そ
こ
に
「
社
会
」
や
「
共
同
体
」
と
い
う
概
念
を
組
み
込
む
こ
と
を
巧
妙
に
回
避
し
た
。 

そ
の
矛
盾
に
気
付
き
、
フ
ロ
イ
ト
が
（
お
そ
ら
く
は
）
知
り
つ
つ
も
敢
て
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
自
ら
の
理

論
に
組
み
込
ん
だ
の
は
ユ
ン
グ
一
四

で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
「
集
合
的
無
意
識
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、「
個
」

で
は
な
く
「
共
同
体
」
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
重
要
な
」
と
い
う
レ
ベ
ル

で
は
な
い
。
む
し
ろ
共
同
体
こ
そ
が
人
で
あ
る
と
い
う
。 

フ
ロ
イ
ト
が
ユ
ン
グ
と
訣
別
し
た
理
由
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
敢
て
隠
し
て
き
た
こ
と
を
正
面
切
っ
て
主
張

さ
れ
た
と
き
、
フ
ロ
イ
ト
は
激
昂
し
た
に
違
い
な
い
。
ユ
ン
グ
＝
フ
ロ
イ
ト
と
併
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
二
人

の
偉
大
な
思
想
家
で
あ
る
が
、
そ
の
思
考
の
方
向
性
は
真
逆
で
あ
る
。 

あ
ら
ゆ
る
思
想
も
理
論
も
、「
真
理
」
に
近
づ
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
人
を
幸
福
に
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
る
は
ず
だ
。
近
代
的
自
我
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
「
幸
福
へ
の
筋
道
」
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ユ
ン
グ

は
あ
ま
り
に
も
迂
闊
に
世
界
の
実
態
に
目
を
向
け
す
ぎ
た
一
五

。
世
界
を
あ
る
が
ま
ま
に
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
世
界
認
識
の
方
向
性
を
提
供
す
る
こ
と
が
思
想
の
目
的
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
正
し
い
が
、
フ
ロ
イ
ト
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た
「
個
別
の
欲
望
」
の
重
要
性
を
、
い
と
も
簡
単
に
前
近
代
の
認
識
枠
組
み
に
戻
し
て
し
ま
っ

た
一
六

。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
時
代
の
要
請
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

欲
望
と
手
段
の
セ
ッ
ト
が
崩
壊
し
た
と
き
、
決
し
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
剥
き
出
し
の
欲
望
だ
け
が
存

在
す
る
こ
と
に
な
る
一
七

。
常
に
不
満
を
も
ち
、
常
に
充
足
さ
れ
な
い
。
充
足
さ
れ
な
い
欲
望
は
還
流
し
、
出
口

の
無
い
無
意
識
の
世
界
に
滞
留
す
る
。
近
代
的
自
我
と
い
う
理
念
の
も
と
、
も
し
く
は
個
性
と
い
う
美
名
の
も

と
で
、
個
別
の
欲
望
を
持
た
さ
れ
、
し
か
し
現
実
化
の
た
め
の
手
段
を
持
た
さ
れ
な
い
ま
ま
に
そ
の
梯
子
を
外

                              

                              

 

一
四 

カ
ー
ル
・
グ
ス
タ
フ
・
ユ
ン
グ
（Jung, Carl Gustav)

。
分
析
心
理
学
の
開
祖
。 

 

一
五 

現
代
で
も
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ン
グ
派
」
と
呼
ば
れ
る
分
析
者
の
著
作
に
は
如
実
に
そ
の
片
鱗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

じ
「
白
雪
姫
」
を
対
象
と
し
た
物
語
分
析
で
あ
っ
て
も
、
フ
ロ
イ
ト
派
の
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
は
「
個
」
と
し
て
の
人
間
の
あ

り
さ
ま
（
成
長
の
不
安
）
と
し
て
そ
れ
を
分
析
す
る
の
に
対
し
、
ユ
ン
グ
派
の
ビ
ル
ク
ホ
イ
ザ
ー 

―
オ
エ
リ
は
、
社
会
が
持

つ
価
値
観
（
成
熟
を
拒
否
す
る
価
値
観
）
と
し
て
分
析
す
る
。 

 

一
六 

個
人
の
欲
望
や
個
人
の
思
考
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
尊
重
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
近
代
に
発
生
し
現
代
に
至
る
ま

で
（
と
り
あ
え
ず
）
続
い
て
い
る
価
値
観
の
主
旋
律
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
代
思
想
に
お
け
る
「
主
体
問
題
」
を
例
に
と
っ

て
も
、
個
人
の
意
志
や
思
考
が
、
い
か
に
社
会
や
世
界
（
つ
ま
り
「
私
」
の
外
側
）
の
価
値
観
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
を
問

題
に
し
、
ま
た
、
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
の
束
縛
や
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
（
も
し
く
は
逃
れ
る
こ
と
を
も
く
ろ

む
こ
と
の
無
意
味
さ
）
を
中
心
的
な
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ガ
ダ
マ
ー
―
ハ
バ
ー
マ
ス
論
争
の
中
心
的
な
論
点
で
も

あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
ユ
ン
グ
は
、
こ
の
図
式
を
い
と
も
簡
単
に
「
世
界
の
底

流
に
存
在
す
る
意
味
・
価
値
こ
そ
が
重
要
」
と
い
う
方
向
へ
と
転
換
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。 

 

一
七 

欲
望
は
、
そ
れ
を
充
足
す
る
た
め
の
手
段
を
具
備
す
る
と
き
、
そ
の
手
段
に
よ
っ
て
飼
い
慣
ら
さ
れ
る
。「
女
に
モ
テ

た
い
」
と
い
う
欲
望
は
、
た
と
え
ば
「
自
動
車
の
運
転
免
許
を
持
て
ば
、
女
に
モ
テ
る
よ
う
に
な
る
」
や
「
金
持
ち
に
な
れ

ば
、
女
に
モ
テ
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
手
段
が
提
供
さ
れ
た
と
き
、
一
時
的
に
陰
を
潜
め
る
。
つ
ま
り
サ
ブ
ゴ
ー
ル
の
存

在
に
よ
っ
て
、
本
来
の
ゴ
ー
ル
は
包
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
「
運
転
免
許
を
と
る
こ
と
」「
金
持
ち
に
な
る
こ

と
」
と
い
う
サ
ブ
ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
が
目
的
と
さ
れ
、
当
初
の
剥
き
出
し
の
欲
望
は
転
化
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
有

効
な
手
段
が
存
在
し
な
い
場
合
、
剥
き
出
し
の
欲
望
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
ぶ
ん
現
代
の
日
本
は
、
そ
の
段
階
。 
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さ
れ
て
宙
ぶ
ら
り
ん
の
状
態
に
な
っ
た
人
間
た
ち
。欲
望
を
明
確
な
言
葉
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
た
ち
。

ス
ピ
ノ
ザ
の
言
う
「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
（
烏
合
の
衆
）
一
八

」
の
誕
生
だ
。
た
と
え
選
良
主
義
一
九

と
言
わ
れ
よ
う

と
も
、
ネ
グ
リ
＝
ハ
ー
ト
二
〇

の
よ
う
に
そ
れ
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
や
称
揚
す
る
な
ど
決

し
て
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
想
を
求
め
る
た
め
に
現
実
を
捨
て
る
こ
と
は
愚
か
だ
か
ら
で
あ
り
、
マ
ル
チ

チ
ュ
ー
ド
の
愚
か
さ
に
よ
っ
て
不
幸
が
蔓
延
し
て
い
る
の
が
現
実
だ
か
ら
だ
二
一

。
た
だ
し
、
ネ
グ
リ
＝
ハ
ー
ト

の
こ
の
期
待
は
美
し
い
。 

「
空
気
を
読
め
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
へ
の
同
化
を
強
制
す
る
。
そ
し
て
同
化
し
な
い
人
間
を
い
じ

め
の
対
象
と
し
、
排
除
す
る
。
そ
ん
な
無
理
筋
が
可
能
と
な
る
の
は
、
多
く
の
人
間
が
「
ひ
と
り
で
生
き
て
い

な
い
」
か
ら
だ
。
共
同
体
は
、
そ
れ
が
「
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
人
間
」
が
集
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
き
、
も

っ
と
も
健
全
な
も
の
と
な
る
。
ひ
と
り
で
生
き
て
い
る
人
間
、
自
立
す
る
人
間
、
自
分
の
足
で
立
ち
、
個
人
名

で
仕
事
を
す
る
人
間
は
、
空
気
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
れ
が
そ
の
共
同
体
の
力
と
も
な
る
。
そ
う
で

は
な
い
か
ら
―
―
ひ
と
り
で
生
き
て
い
な
い
か
ら
―
―
同
化
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
り
は
さ
び
し
い

か
ら
ね
。 

「
ひ
と
り
で
生
き
る
」
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
場
の
空
気
に
抗
し
て
進
む
の
は
容
易
な
決
意
で
は
な

く
、
そ
こ
に
発
生
す
る
新
た
な
摩
擦
を
受
容
す
る
覚
悟
が
な
け
れ
ば
そ
ん
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
端
的
に
言
え

ば
、「
い
じ
め
は
よ
く
な
い
」
と
指
摘
し
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
り
制
止
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自

分
自
身
が
新
た
な
い
じ
め
の
対
象
に
な
る
可
能
性
が
発
生
す
る
二
二

。
そ
の
行
動
は
、
そ
の
共
同
体
を
捨
て
る
覚

悟
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
。
つ
ま
り
そ
の
と
き
、
新
た
に
帰
属
で
き
る
別
の
共
同
体
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

重
要
と
な
る
。
そ
う
で
は
な
い
か
ら
、
一
つ
の
共
同
体
に
い
つ
ま
で
も
し
が
み
つ
く
こ
と
に
な
る
。
共
同
体
の

代
替
を
持
た
な
い
と
き
、
人
は
簡
単
に
愚
者
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ム
ラ
の
論
理
」
だ
。 

そ
し
て
問
題
は
、
若
年
層
に
こ
の
前
近
代
的
自
我
の
歪
ん
だ
尻
尾
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
大
人
が

                              

                              

 

一
八 "m

ultitude"

は
、
ネ
グ
リ
＝
ハ
ー
ト
の
本
『
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
〈
上
・
下
〉』
で
有
名
に
な
っ
た
概
念
だ
が
、
も
と
も

と
は
『
神
学
・
政
治
論
』
で
ス
ピ
ノ
ザ
が
使
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
も
と
を
た
ど
れ
ば
、
聖
書
で
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
が
「
民
衆
」
を
呼
ぶ
と
き
に
使
用
し
て
い
た
言
葉
。
前
述
石
川
忠
司
『
衆
生
の
倫
理
』
の
「
衆
生
」
は
、
こ
の
概
念

に
と
て
も
近
い
。 

 

一
九 

ネ
グ
リ
＝
ハ
ー
ト
の
こ
の
考
え
方
は
、
意
外
と
ウ
ケ
が
悪
い
。「
有
象
無
象
の
者
た
ち
」
の
力
に
期
待
す
る
な
ど
と
い

う
こ
と
に
は
、
ど
う
も
感
情
的
に
賛
成
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
エ
リ
ー
ト
（
選
良
）
主
義
」。 

 

二
〇 

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ネ
グ
リ
＆
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
（Negri, Antonio & H

ardt, M
icchael)

を
組
に
し
て
こ
う
呼
ぶ
こ

と
が
あ
る
。
共
著
で
あ
る
『〈
帝
国
〉』
が
有
名
。 

 

二
一 

誤
解
を
恐
れ
ず
に
断
じ
て
し
ま
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
基
礎
に
持
つ
の
が
「
啓
蒙
主
義
」。
少
な
く
と
も
二

〇
世
紀
の
世
界
に
お
け
る
学
問
の
基
本
的
な
立
脚
点
は
、
そ
の
よ
う
な
啓
蒙
主
義
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
世
界
が
良

く
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
全
然
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
、
二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
も
ま
だ
戦
争
を
や
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら

ね
。
そ
の
原
因
が
本
当
に
有
象
無
象
の
民
衆
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
部
の
選
良
に
あ
る
の
か
、
よ
く
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
で
、
た
ぶ
ん
後
者
。
し
か
し
、
選
良
た
ち
に
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、
民
衆
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
ハ
マ
る
と
、
ラ

ン
シ
エ
ー
ル
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
民
主
主
義
へ
の
憎
悪
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

二
二 

中
学
生
の
と
き
に
、
い
き
が
か
り
上
、
そ
う
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
武
勇
伝
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
、
思
い
出
す
も
の

嫌
な
く
ら
い
、
と
て
も
辛
く
悲
し
い
経
験
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
誰
に
も
薦
め
は
し
な
い
。 
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ど
う
に
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
い
や
、
む
し
ろ
大
人
の
側
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら

に
言
え
ば
、恒
常
的
に
そ
れ
を
発
生
さ
せ
る
仕
組
み
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
だ
。も
ち
ろ
ん
そ
の
仕
組
み
と
は
、

自
分
で
選
ん
だ
の
で
は
な
い
「
学
校
」
と
い
う
名
前
の
共
同
体
に
無
理
や
り
押
し
こ
み
、
そ
の
み
す
ぼ
ら
し
い

檻
の
価
値
観
を
子
供
た
ち
に
強
要
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
自
ら
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
価

値
は
常
に
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
絆
は
束
縛
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
子
供
た

ち
に
と
っ
て
、
こ
の
学
校
と
い
う
共
同
体
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
は
一
方
で
「
教
育
機
関
」
で
も

あ
り
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
教
育
課
程
か
ら
の
逸
脱
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
教
育
課
程
か
ら
の

逸
脱
は
、「
欲
望
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
大
き
な
武
器
」
を
一
つ
捨
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
繰
り
返
す
―
―
共

同
体
の
代
替
を
持
た
な
い
と
き
、
人
は
簡
単
に
愚
者
と
な
る
。 

解
決
の
道
筋
を
付
け
る
の
は
簡
単
だ
。
学
校
に
行
か
な
い
と
い
う
選
択
肢
を
用
意
す
れ
ば
い
い
だ
け
じ
ゃ
な

い
か
。
そ
し
て
学
校
に
行
か
な
く
て
も
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
だ
け
な
の
に
、
私

た
ち
の
社
会
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。 

「
共
同
体
に
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
も
も
っ
と
も
だ
。
集
団
生
活
の
中
で
、

当
然
発
生
す
る
摩
擦
や
軋
轢
に
対
処
す
る
方
法
を
学
ぶ
場
所
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
と
お
り
だ
。

し
か
し
そ
れ
は
今
の
日
本
の
学
校
に
期
待
で
き
る
機
能
で
は
な
い
。
学
校
で
そ
ん
な
こ
と
は
学
べ
な
い
。
そ
こ

で
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
知
識
と
技
術
の
習
得
だ
け
だ
（
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
）。
学
校
は
社
会
の
縮
図
な
ど

で
は
決
し
て
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
よ
い
。
強
制
的
に
集
め
ら
れ
た
同
年
代
の
子
供
た
ち
と
、
概
ね
社
会

性
に
乏
し
い
少
数
の
大
人
だ
け
が
い
る
共
同
体
に
何
が
起
こ
る
の
か
と
―
―
そ
し
て
何
が
起
こ
っ
た
の
か
と
。 

戦
争
が
な
く
な
ら
な
い
。
誰
も
が
悪
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
そ
れ
が
簡
単
に
な
く
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

世
界
の
持
つ
大
き
な
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
、
戦
争
を
支
え
る

力
が
こ
の
世
界
の
底
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
人
は
そ
れ
を
「
必
要
悪
」
と
い
う
醜
い
言
葉
で

呼
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
言
葉
自
体
が
醜
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
―
―
そ
れ
を
使
う
人
た
ち
の
心
根
が
醜
い
だ
け

だ
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う
な
感
じ
方
を
青
臭
い
書
生
気
質
と
呼
ぶ
人
も
い
る
。
知
的
に
誠
実
で
あ
る
こ
と
を

諦
め
て
斜
に
構
え
る
の
が
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
世
界
に
哲
学
は
い
ら
な
い
。
哲
学
は
世
界
を
斜
め
に
見
る

た
め
の
方
法
な
の
で
は
な
く
、
正
面
か
ら
見
据
え
、
問
題
を
一
つ
一
つ
解
決
し
て
い
く
た
め
に
こ
そ
あ
る
。
た

だ
し
、「
い
じ
め
」
さ
え
な
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
社
会
の
一
員
で
あ
る
私
が
そ
ん
な
こ
と
を
論
じ
る
の
は
、
あ

ま
り
に
も
不
遜
な
の
だ
が
。 

石
川
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
ゾ
ン
ビ
」
と
し
て
学
校
に
適
応
し
、
積
極
的
も
し
く
は
消
極
的
に
「
い
じ
め
る
側
」

に
加
担
し
た
子
供
た
ち
は
成
長
し
、「
空
気
を
読
め
」
と
叫
ぶ
悲
し
い
大
人
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
ら
も
被
害

者
で
あ
る
。 

彼
ら
は
、
こ
の
春
も
街
を
揚
々
と
闊
歩
し
て
い
る
。
私
は
籠
の
中
の
鳥
の
ご
と
く
、
そ
れ
を
指
弾
す
る
声
を

空
し
く
叫
び
続
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
二
三

。 

（
初
出 

『
文
學
界
』
二
〇
〇
七
年
五
月
号
） 

                              

                              

 

二
三 

菊
池
寛
『
勲
章
を
貰
う
話
』
末
尾
に
よ
る
。「
彼
は
病
院
の
廊
下
を
揚
々
と
闊
歩
し
て
い
る
。
籠
の
駒
鳥
は
ま
た
高
ら

か
に
二
、
三
度
鳴
き
続
け
た
。」 


