
著
者
紹
介 

 

岩
﨑 

陽
子 

い
わ
さ
き 

よ
う
こ 

一
九
七
三
年
生
ま
れ
。
大
阪
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
文
学
）
。
現
在
、
京
都
嵯
峨
芸
術
大
学

短
期
大
学
部
専
任
講
師
。
専
門
は
フ
ラ
ン
ス
美
学
・
哲
学
。
味
と
匂
い
研
究
会
、P

e
r
fu

m
e
 A

r
t 

P
r
o
je

c
t

代

表
。
香
り
の
ア
ー
ト
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や
展
覧
会
を
開
催
。 

  
 



香
り
の
ア
ー
ト
は
な
ぜ
面
白
い
の
か
―
従
来
の
「
身
体
論
」
を
越
え
て 

 

岩
﨑
陽
子  

 

香
り
と
芸
術
の
結
び
つ
き
は
美
術
史
の
中
で
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、
近
年
の
香
り
ブ
ー
ム
の
せ
い
か

最
近
少
し
ず
つ
香
り
の
ア
ー
ト
が
増
え
て
き
て
い
る
。
香
り
の
ア
ー
ト
に
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
面
白
い
可
能

性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
身
体
や
感
覚
を
低
く
見
る
西
洋
哲
学
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
批
判
の
対
象
は
身
体
論
に
す
ら
及
ぶ
。 

 

芸
術
と
身
体
、
感
覚
の
関
わ
り
を
説
明
で
き
る
も
の
と
し
て
嘱
望
さ
れ
て
き
た
従
来
の
身
体
論
。
特
に
メ
ル

ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
芸
術
作
品
や
作
家
に
つ
い
て
の
論
考
も
あ
り
、
哲
学
の
み
な
ら
ず
美
学
・
芸
術
学
の
分
野
で

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
身
体
」「
感
覚
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
は
ず
の
論
が
、
嗅

覚
や
味
覚
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
理
由
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
か
ら
遡
っ
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
嗅
覚
に
つ
い
て
の
分
析
に
探
り
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
や
ギ
ブ
ソ
ン
の
論
へ
と
展
開
す
る
。
こ
う
し
て
従
来
の
身
体
論
を
超
え
る
と
ど
の
よ
う
な
世
界
が
開
け

る
の
か
を
、
香
り
の
ア
ー
ト
の
可
能
性
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
。 

 

可
逆
性
と
し
て
の
身
体
―
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論 

  

美
学
・
芸
術
学
の
分
野
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
期
待
さ
れ
る
の

は
制
作
や
鑑
賞
と
い
っ
た
芸
術
の
現
場
で
こ
れ
ら
に
作
用
す
る
身
体
、
感
覚
の
論
理
的
な
解
明
で
あ
る
。
よ
っ

て
ダ
ン
ス
、
演
劇
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
っ
た
身
体
に
よ
る
表
現
活
動
や
、
絵
画
や
彫
刻
の
制
作
、
鑑
賞
に

際
し
て
の
感
覚
の
在
り
方
を
、
従
来
の
意
識
や
理
性
を
中
心
と
し
た
構
築
的
な
哲
学
で
は
な
く
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
思
考
に
よ
っ
て
生
き
生
き
と
し
た
状
態
で
記
述
で
き
な
い
か
と
い
う
期
待
が
か
け
ら
れ
て
き
た
。
一 

 

実
際
に
プ
ラ
ト
ン
を
嚆
矢
と
し
て
、
西
洋
哲
学
で
は
身
体
や
感
覚
が
精
神
や
理
性
に
比
し
て
下
位
に
位
置
付

け
ら
れ
て
き
た
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
最
た
る
例
と
い
え
よ
う
。
一
九
世
紀
に
よ
う
や
く
ニ
ー
チ
ェ
が
生
の
哲
学

と
し
て
そ
の
壮
大
な
思
想
の
中
で
身
体
の
復
権
を
唱
え
た
。
し
か
し
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
現
象
学
に
身
体
性
を

も
ち
こ
み
、
セ
ザ
ン
ヌ
や
ジ
ャ
コ
メ
ッ
テ
ィ
な
ど
の
芸
術
論
と
並
行
し
て
身
体
を
論
じ
た
の
は
Ｍ
・
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
で
あ
っ
た
。 

 

メ

ル

ロ

＝

ポ

ン

テ

ィ

の

身

体

論

の

中

で

最

も

特

筆

す

べ

き

は

身

体

に

お

け

る

感

覚

の

可

逆

性

r
é
v

e
r
s
ib

ilité

で
あ
る
。
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
、
人
間
が
身
体
的
経
験
を
媒
介
と

し
な
が
ら
世
界
に
あ
る
対
象
を
統
一
す
る
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
立
方
体
と
い
う
相
等
し

い
面
を
六
つ
も
つ
立
体
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
私
が
そ
れ
を
再
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
身
体
に
よ
っ
て
こ
の
世

界
に
身
を
置
き
、
そ
れ
が
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
を
伴
っ
て
現
れ
る
と
い
う
実
体
験
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
事

実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
私
が
立
方
体
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
立
方
体
に
見
ら
れ
て
い

る
、
と
も
い
う
べ
き
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
身
体
に
お
け
る
知
覚
の
二
面
性
に
つ
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

は
「
外
的
知
覚
と
自
己
の
身
体
の
知
覚
と
は
、
同
じ
一
つ
の
作
用
の
二
つ
の
面
で
あ
る
」
二

と
述
べ
る
。 

世
界
に
あ
る
事
物
の
中
で
事
物
と
し
て
存
在
し
つ
つ
、
知
覚
の
主
体
と
し
て
あ
る
身
体
の
端
的
な
例
が
「
左

手
で
右
手
に
触
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
左
手
は
知
覚
主
体
と
し
て
対
象
物
と
し
て
の
右
手
を
感
じ
る
が
、
意
識

を
反
転
さ
せ
れ
ば
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
三 

後
期
思
想
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
で
、
こ
の
よ
う
に
反
転
し
あ
う
可
逆
的
な
主
体
と
対
象
を
包



み
込
む
も
の
を
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
肉

c
h

a
ir

」
と
呼
ぶ
。
主
体
と
世
界
と
は
そ
れ
ぞ
れ
お
互
い
が
存

在
し
て
初
め
て
認
識
し
う
る
よ
う
な
切
り
離
し
が
た
い
総
体
、
い
わ
ば
同
一
の
生
地
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主

体
と
世
界
の
関
係
は
、
肉
が
「
感
覚
可
能
な
も
の
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
生
じ
て
く
る
。
見
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

聞
く
こ
と
、
触
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
聞
く
こ
と
に
お
い
て
も
能
動
と
受
動
の
可
逆
性
が
存
在
す
る
。
四 

と
こ
ろ
で
こ
の
可
逆
性
は
反
省
の
構
造
を
含
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
見
る
」
と
い
っ
た
行
為
が
「
見
る
・

見
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
可
逆
性
を
は
ら
ん
で
い
る
以
上
、
世
界
に
よ
っ
て
私
の
存
在
が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
反
省
構
造
が
明
る
み
に
出
さ
れ
る
た
め
に
、
肉
は
よ
り
深
い
段
階
へ
と
移
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
見
る
こ
と
の
根
底
を
探
る
こ
と
は
思
惟
の
働
き
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。「
私
の
左
手
は
、
事
物

に
触
れ
て
い
る
最
中
の
私
の
右
手
に
い
つ
で
も
触
れ
ん
ば
か
り
の
状
態
な
の
だ
が
、
し
か
し
私
は
両
者
の
合
致

に
決
し
て
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
」
五 

私
は
見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
同
時
に
で
き
な
い
。
両
者
の
体
験
を
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
私

の
無
能
さ
は
、
私
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
し
て
も
い
る
。
両
者
は
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
に
せ
よ
、「
肉
」

と
い
う
同
一
の
生
地
で
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
、
可
換
的
な
も
の
と
し
て
移
行
し
あ
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い

る
。
あ
た
か
も
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
可
逆
性
を
保
証
し
て
い
る
「
隠
さ
れ
た
蝶
番
」
が
存
在
す
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。 

こ
れ
が
「
見
え
る
も
の
を
支
え
る
、
見
え
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
、
あ
た
か
も
物
を
見
る
網
膜

が
、
そ
の
網
膜
自
身
に
は
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
見
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
見
え
な
い
も
の
と
は
、
そ
れ
自
身
を
対
象
化
し
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
な
し
で
は
見
る
こ
と

も
で
き
な
い
よ
う
な
、
見
る
こ
と
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
基
盤
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
見
え
る
も
の
は
必
ず
見
え
な
い
も
の
を
伴
う
」
と
述
べ
た
が
、
逆
に
い
う
な
ら
「
見

え
な
い
も
の
は
見
え
る
も
の
を
通
じ
て
と
ら
え
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
見
え
な
い
も

の
こ
そ
が
自
己
の
精
神
、
心
的
、
内
的
な
あ
り
方
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
最
晩
年
に
『
見
え
る
も
の

と
見
え
な
い
も
の
』
と
並
行
し
て
書
か
れ
て
い
た
芸
術
論
文
「
眼
と
精
神
」
は
、
芸
術
活
動
に
伴
う
見
え
る
も

の
と
し
て
の
物
質
性
（
絵
画
、
彫
刻
、
そ
の
他
）
と
、
見
え
な
い
も
の
と
し
て
の
観
念
性
の
「
切
り
離
し
が
た

さ
」
を
、
画
家
や
鑑
賞
者
の
身
体
や
知
覚
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
短
い
な
が
ら
も
示
唆
に
富

む
珠
玉
の
著
作
で
あ
る
。 

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
で
は
、
主
観
性
と
客
観
性
が
常
に
可
逆
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

見
る
／
見
ら
れ
る
、
触
る
／
触
ら
れ
る
、
聞
く
／
聞
か
れ
る
と
い
っ
た
可
逆
的
な
事
柄
を
保
証
す
る
も
の
が
見

え
な
い
「
肉
」
と
し
て
の
観
念
的
な
も
の
、
つ
ま
り
精
神
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
可
逆
性
の
な
い
と
こ
ろ
に

精
神
は
生
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。 

し
か
し
は
た
し
て
、
嗅
覚
と
味
覚
に
こ
の
可
逆
性
は
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
。
嗅
覚
や
味
覚
の
対
象
は
目
に
見

え
ず
、
対
象
化
が
困
難
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
理
論
は
「
身
体
論
」
と
い
え
ど
も
、
嗅
覚
と
味
覚
の

欠
け
た
人
間
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。
人
間
は
空
気
を
吸
わ
ず
に
、
食
物
を
と
ら
ず
に
生
き
て
は
い
け
な
い
。

私
た
ち
は
一
日
に
二
万
三
千
回
も
呼
吸
し
て
い
る
間
に
必
然
的
に
何
ら
か
の
匂
い
や
空
気
の
境
目
に
接
し
、
毎

日
三
度
の
食
事
を
楽
し
み
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
身
体
の
動
き
を
含
む
芸
術
の
世
界
で
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
期
待
さ
れ
て
来
た
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ

ィ
の
身
体
論
は
、
身
体
と
し
て
生
き
る
人
間
存
在
に
つ
い
て
考
察
し
つ
つ
も
、
嗅
覚
と
味
覚
を
持
た
な
い
、
日

常
か
ら
か
け
離
れ
た
人
間
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
六

し
か
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
理
論
内
で
は
嗅

覚
に
な
ぜ
行
き
つ
か
な
い
の
か
が
読
み
取
れ
な
い
。
嗅
覚
と
味
覚
は
世
界
に
身
体
を
以
て
臨
ん
で
い
る
人
間
の

認
識
に
ど
う
し
て
寄
与
し
な
い
の
か
。 



 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
『
感
覚
論
』
に
お
け
る
嗅
覚
の
位
置 

 

感
覚
に
お
け
る
可
逆
性
と
嗅
覚
に
つ
い
て
興
味
深
い
考
察
を
行
っ
た
の
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
か
ら
遡
る

こ
と
約
二
百
年
前
の
哲
学
者
、
Ｅ
・
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
『
感
覚
論
』（
一
七
五
四
年
）
に
お
い
て
、

ま
っ
た
く
感
覚
を
持
た
な
い
彫
像
が
一
つ
ず
つ
感
覚
を
与
え
ら
れ
て
い
く
思
考
実
験
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
思
考
に
よ
っ
て
、
各
感
覚
が
正
確
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
各
感
覚
間

の
関
係
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
眼
も
耳
も
、
感
覚
器
官
を
何
も
持
た
な
い
彫
像
に
、

第
一
に
嗅
覚
を
、
次
い
で
聴
覚
、
味
覚
、
視
覚
と
そ
れ
ら
の
複
合
的
な
組
み
合
わ
せ
も
含
め
て
漸
次
的
に
付
与

し
て
い
く
。 

 

な
ぜ
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
は
彫
像
に
ま
ず
嗅
覚
を
付
与
し
た
の
か
。
彼
は
嗅
覚
に
つ
い
て
「
あ
ら
ゆ
る
感
能
の

な
か
で
嗅
覚
は
人
間
精
神
の
認
識
に
寄
与
す
る
こ
と
も
っ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
七

と
述
べ

る
。
彼
は
認
識
能
力
が
も
っ
と
も
低
い
嗅
覚
か
ら
始
ま
り
、
最
終
的
に
高
度
な
認
識
能
力
を
も
つ
触
覚
へ
と
至

る
道
筋
を
構
想
し
た
と
言
い
切
っ
て
い
る
。 

 

さ
て
実
際
に
嗅
覚
だ
け
を
与
え
ら
れ
た
彫
像
が
何
ら
か
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
ど
う
な
る
か
と
い
え
ば
、
「
嗅
覚

だ
け
に
限
ら
れ
た
我
々
の
立
像
の
も
つ
認
識
は
匂
い
の
上
だ
け
に
広
が
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
色
、
音
、
味
の

観
念
を
も
た
な
い
ご
と
く
、
広
が
り
と
形
と
の
観
念
、
一
般
に
立
像
自
身
の
外
部
に
、
或
い
は
立
像
の
も
つ
感

覚
の
外
部
に
あ
る
何
も
の
の
観
念
も
も
ち
え
な
い
」
八

と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
触
覚
の
場
合
の
様
な

主
客
の
分
離
は
な
く
、
た
だ
「
匂
い
」
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
九

実
は
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
触
覚

以
外
の
感
覚
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
そ
れ
だ
け
で
は
自
己
や
そ
の
周
り
の
環
境
に
つ
い
て
の
認
識
を
持
つ
こ

と
が
で
き
な
い
。「
立
像
は
、
相
継
い
で
匂
い
が
あ
り
、
味
が
あ
り
、
ま
た
音
が
あ
る
一
つ
の
色
と
自
己
を
見
な

す
で
あ
ろ
う
。
も
し
絶
え
ず
同
じ
匂
い
で
あ
れ
ば
、
相
継
い
で
味
が
あ
り
、
音
が
あ
り
、
ま
た
色
が
あ
る
一
つ

の
匂
い
と
自
己
を
見
な
し
、
こ
の
種
の
あ
ら
ゆ
る
仮
定
に
つ
い
て
同
じ
観
察
が
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
自
ら

に
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
変
容
の
主
体
と
思
わ
れ
る
自
我
を
感
覚
す
る
の
は
、
常
に
立
像
が
自
己
を
そ
こ
に
再
び
見

出
す
あ
り
方
の
な
か
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
一
〇

そ
れ
で
は
「
常
に
立
像
が
自
己
を

そ
こ
に
再
び
見
出
す
あ
り
方
」
と
は
何
か
と
問
う
な
ら
、
そ
れ
が
触
覚
で
あ
る
。 

 

触
覚
が
自
己
を
知
る
手
段
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
触
覚
が
唯
一
外
的
な
も
の
に
赴
い
て
直
接
的
な
接
触
を

行
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
で
も
取
り
上
げ
た
「
可
逆
性
」

に
関
わ
っ
て
い
る
。
自
ら
の
手
に
自
分
の
手
で
触
れ
る
と
き
、
固
さ
（
外
か
ら
内
へ
）
と
同
時
に
弾
力
（
内
か

ら
外
へ
）
も
感
じ
る
。
「
そ
の
と
き
手
と
胸
と
は
お
互
い
に
固
さ
の
感
覚
を
送
り
つ
け
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
、
こ
の
感
覚
が
必
然
的
に
手
と
胸
と
を
互
い
に
相
手
の
外
に
置
く
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
手
と
胸
を
区

別
し
な
が
ら
も
、
立
像
は
こ
の
両
者
の
中
に
等
し
く
自
分
を
感
覚
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
自
我
を
再

発
見
す
る
だ
ろ
う
。
」
一
一

こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、
常
に
変
化
す
る
こ
と
な
く
現
れ
る
対
象
を
、
彫
像

は
と
う
と
う
「
自
分
で
あ
る
」
と
認
識
す
る
。「
身
体
の
あ
る
部
分
に
手
を
お
け
ば
す
ぐ
同
じ
感
覚
す
る
存
在
が

い
わ
ば
次
か
ら
次
へ
と
、『
こ
れ
が
私
だ
』
と
自
分
に
答
え
る
か
ら
で
あ
る
。
自
分
に
触
れ
つ
づ
け
れ
ば
、
到
る

と
こ
ろ
で
固
さ
の
感
覚
は
互
い
に
排
除
し
合
う
と
同
時
に
隣
接
す
る
二
つ
の
も
の
を
再
現
す
る
だ
ろ
う
し
、
ま

た
到
る
所
で
同
じ
感
覚
す
る
存
在
は
次
か
ら
次
へ
と
、『
こ
れ
が
私
だ
、
こ
れ
も
や
は
り
私
だ
』
と
自
分
に
答
え

る
だ
ろ
う
。
」
一
二

こ
う
し
て
彫
像
は
一
番
低
級
な
感
覚
で
あ
る
嗅
覚
か
ら
、
自
己
認
識
へ
と
至
る
高
級
な
触
覚

へ
と
感
官
を
開
い
て
い
き
、
我
々
と
同
様
の
認
識
を
な
す
。 

 

コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
身
体
に
お
い
て
可
逆
性
を
持
た
な
い
嗅
覚
の
働
き



は
、
触
覚
の
「
自
分
が
触
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
認
識
の
あ
り
方
と
全
く
異
な
る
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
嗅
覚
し
か
な
い
彫
像
が
薔
薇
の
匂
い
を
嗅
ぐ
と
薔
薇
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、「
認

識
」
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
嘆
か
わ
し
い
特
徴
か
も
し
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
諸
感
覚
の
中
の
嗅
覚
（
ま
た
は
味

覚
）
の
あ
り
方
に
注
目
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
が
な
し
た
の
と
は
異
な
る
意
味
で
の
世

界
認
識
（
嗅
覚
や
味
覚
を
使
っ
て
世
界
を
知
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
上
可
能
で
あ
る
の
だ
か
ら
）
の
構
造
を
構

想
し
て
み
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。 

 

そ
の
際
、
重
要
な
の
は
「
か
た
ち

fo
r
m

e

」
の
問
題
で
あ
る
。
視
覚
、
触
覚
が
「
自
己
が
自
己
を
感
覚
し
て

い
る
」
と
認
識
で
き
る
の
は
、
対
象
と
距
離
を
と
り
こ
れ
を
「
か
た
ち
」
と
し
て
区
切
り
、
自
己
と
異
な
る
も

の
と
し
て
取
り
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、
嗅
覚
や
味
覚
の
対
象
で
あ
る
匂
い
や
味
に
は
「
か
た
ち
」
が
な

い
。
私
た
ち
は
、
彫
像
が
薔
薇
の
匂
い
そ
の
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
嗅
ぐ
か
た
ち
の
な
い
匂
い
や
味

そ
の
も
の
と
合
致
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

か
た
ち
が
な
い
こ
と
―
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
理
論 

「
か
た
ち
」
に
関
し
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
の
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
そ
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
ド
ゥ

ル
ー
ズ
、
そ
し
て
Ｊ
・
Ｊ
・
ギ
ブ
ソ
ン
で
あ
ろ
う
。 

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
我
々
の
生
き
生
き
と
し
た
生
は
持
続
で
あ
り
、
持
続
は
分
割
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
し
か
し

我
々
の
知
性
は
持
続
に
よ
る
絶
え
間
な
い
変
化
を
逐
一
表
象
し
て
い
て
は
身
が
持
た
な
い
の
で
、
行
動
の
過
程

を
捨
象
し
、
そ
の
結
果
の
み
を
区
別
し
て
意
識
に
も
た
ら
す
。
腕
を
上
げ
る
と
い
う
単
純
な
動
作
に
お
い
て
す

ら
、
そ
の
際
の
様
々
な
収
縮
や
緊
張
を
意
識
す
る
と
、
腕
は
も
は
や
自
然
と
上
が
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
同

様
に
腕
を
上
げ
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
が
は
め
こ
ま
れ
る
環
境
に
つ
い
て
も
不
動
の
基
盤
と
し
て
認

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
来
な
ら
ば
世
界
は
種
々
の
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
と
し
て
一
つ
の
色
や
触
覚
の
後
に
他

の
も
の
が
続
き
、
一
つ
の
音
の
後
に
他
の
音
が
連
綿
と
続
く
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
別
々
に
見
れ
ば
「
不
動
な

か
た
ち
」
が
他
の
状
態
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
ま
で
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
指
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。 

－ 

わ
れ
わ
れ
は
、
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
的
性
質
の
連
続
の
な
か
か
ら
、
物
体
の
境
界
を
定
め
る
。
実
際
に
は
、

こ
れ
ら
の
物
体
の
お
の
お
の
は
、
瞬
間
ご
と
に
変
化
し
て
い
る
。
ー
中
略
ー
生
命
は
一
つ
の
進
化
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
進
化
の
あ
る
一
時
期
を
、
一
つ
の
固
定
し
た
眺
め
の
中
に
集
中
さ
せ
、
そ
れ
を
か
た
ち

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
変
化
が
き
わ
め
て
著
し
い
も
の
に
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
幸
福
な
惰
性

と
打
ち
破
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
物
体
が
か
た
ち
を
変
え
た
と
言
う
。
け
れ
ど
も
実
を
言
え
ば
、
物
体

は
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
か
た
ち
を
変
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
か
た
ち
な
ど
存
在
し
な
い
。
と
い

う
の
も
、
か
た
ち
な
る
も
の
は
不
動
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
在
は
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
実
在
的
な
も
の

は
か
た
ち
の
連
続
的
変
化
で
あ
る
。
一
三 

 

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
か
た
ち
が
な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
実
在
の
本
質
で
あ
る
と
述
べ
る
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
局

面
に
か
た
ち
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
は
知
性
の
操
作
に
過
ぎ
な
い
。
か
た
ち
に
つ
い
て
の

考
え
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
大
き
な
影
響
下
に
あ
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
も
受
け
継
が
れ
る
。
一
四 

 

ギ
ブ
ソ
ン
も
同
様
に
か
た
ち
の
知
覚
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
『
生
態
学
的
視
覚
論
』
第
九
章
は
「
直

接
知
覚
の
実
験
的
証
拠
」
と
題
さ
れ
、
脳
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
網
膜
画
像
や
ニ
ュ
ー
ロ
ン
反
応
の
寄
せ
集

め
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
神
経
画
像
や
心
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
心
的
画
像
等
を
介
さ
ず
、
直
接
そ
の
環
境



の
変
化
の
中
か
ら
情
報
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
く
知
覚
様
態
を
示
し
て
い
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
画
像
を
介

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
眼
が
ど
こ
か
で
そ
れ
を
統
合
し
た
り
そ
眺
め
た
り
す
る
必
要
が
あ
り
、
生
理
学
的

に
も
そ
の
像
の
在
り
処
や
鑑
賞
者
の
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
世
界
に
か
た
ち
は
な
い
。
か
た
ち
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
直
接
検
出
さ
れ

た
情
報
な
の
で
あ
る
。
「
私
の
主
張
で
は
、
視
覚
的
な
輪
郭
を
も
つ
か
た
ち
は
独
自
の
物
質
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
、
お
の
お
の
の
か
た
ち
が
他
の
す
べ
て
の
も
の
と
ご
く
漸
次
的
か
つ
連
続
的
に
異
な
る
と
い
う
よ
う
な
阻

止
的
な
仕
方
で
並
べ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
重
要
な
の
は
か
た
ち
そ
れ
自
体
で
は
な
く
て
、
か
た
ち
の
変
化
の

次
元
で
あ
る
。
」
一
五

ギ
ブ
ソ
ン
は
世
界
を
区
切
れ
な
い
も
の
と
考
え
る
。
世
界
は
様
々
な
肌
理
（t

e
x
t
u
r
e

）

の
性
質
の
連
続
体
で
あ
り
、
こ
れ
を
ギ
ブ
ソ
ン
は
レ
イ
ア
ウ
ト
と
呼
ぶ
。
知
覚
と
は
、
何
か
輪
郭
や
か
た
ち
を

も
つ
も
の
か
ら
刺
激
を
受
け
て
脳
内
で
こ
れ
を
認
識
す
る
の
が
知
覚
な
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
様
々
な
感
覚

質
の
層
の
堆
積
を
横
断
し
て
い
く
か
の
よ
う
に
、
レ
イ
ア
ウ
ト
の
境
目
、
サ
ー
フ
ィ
ス
に
気
付
く
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
空
間
と
は
、
決
し
て
無
味
無
臭
の
等
質
空
間
で
は
な
く
、
あ
る
と
こ
ろ
は
澱
み
、
何

か
の
匂
い
が
し
た
り
、
湿
気
た
り
し
て
い
る
。
明
る
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
仄
暗
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
う
し
た

空
間
を
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
そ
の
境
目
を
肌
で
感
じ
な
が
ら
生
き
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
か
た
ち
の
な
さ
は
境
界
の
連
続
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
日
常
生
活
に
お
い
て
体

全
体
で
こ
れ
を
受
け
、
呼
吸
し
、
感
じ
取
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
春
が
来
た
時
、
桜
の
開
花
や
虫
の
飛
翔
を

見
て
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
「
春
だ
」
と
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
朝
突
然
、
世
界
に
温
か
さ
を
、
水
の
ぬ

る
み
を
、
光
の
き
ら
め
き
を
、
花
の
香
り
を
感
じ
て
春
だ
と
知
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
の
身
体
論
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
事
象
で
あ
り
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
や
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
理
想
と

し
た
の
と
は
別
の
や
り
方
で
の
世
界
認
識
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。 

 

空
間
の
芸
術
へ
―
香
り
の
ア
ー
ト
の
可
能
性 

 

か
た
ち
に
重
き
を
お
く
哲
学
に
対
し
、
こ
れ
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
、
ギ
ブ
ソ
ン
の
思
想
は
か
た
ち

を
前
提
と
し
な
い
「
非
‐
形

in
-fo

r
m

e

」
の
「
無
‐
形

n
o

n
-fo

r
m

e

」
の
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
「
は
か

な
さ
」
「
と
り
と
め
の
な
さ
」
と
し
て
、
思
想
や
芸
術
制
作
に
お
け
る
マ
イ
ナ
ス
要
素
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、

か
た
ち
の
な
さ
こ
そ
が
本
質
で
あ
る
理
論
体
系
の
中
に
匂
い
や
香
り
を
位
置
づ
け
、
そ
の
在
り
方
を
前
面
に
出

し
た
思
想
や
ア
ー
ト
作
品
が
あ
っ
て
も
よ
い
。
そ
こ
で
大
切
な
の
は
空
間
の
境
目
が
立
ち
あ
が
る
こ
と
で
あ
る
。

空
間
を
輪
郭
線
の
背
景
と
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
境
界
の
果
て
し
な
い
連
続
と
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
が
余
白

と
し
て
の
空
間
の
認
識
で
あ
り
、
ま
た
間
合
い
と
し
て
の
時
間
の
認
識
だ
と
い
え
る
。
か
た
ち
の
問
題
だ
け
で

は
な
く
、
匂
い
や
香
り
は
ま
る
で
突
如
と
し
て
冷
た
い
プ
ー
ル
に
突
き
落
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
を
一
挙

に
包
み
込
み
、
浸
食
し
、
溺
れ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
匂
い
や
香
り
だ
け
に
言
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
冒
頭
で
も
述

べ
た
音
楽
、
詩
、
味
覚
の
ア
ー
ト
、
大
型
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
作
品
、
光
に
よ
る
ア
ー
ト
を
含
む
メ
デ
ィ

ア
ア
ー
ト
な
ど
に
は
、
人
を
そ
の
空
間
に
巻
き
込
み
、
溺
れ
さ
せ
る
。
こ
こ
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
視
覚
や

触
覚
を
モ
デ
ル
に
し
た
身
体
論
や
そ
の
感
覚
性
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
事
態
が
発
生
す
る
。
こ
れ
ら
は
表
象
を

経
ず
し
て
身
体
や
感
情
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
訴
え
か
け
る
、
新
し
い
形
式
の
ア
ー
ト
と
い
え
な
い
か
。 

フ
ー
コ
ー
は
マ
グ
リ
ッ
ト
の
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
」
と
い
う
作
品
を
分
析
し
た
。
画
面
の
中
に
あ
る

二
本
の
パ
イ
プ
が
あ
る
。
一
つ
は
イ
ー
ゼ
ル
の
上
に
置
か
れ
た
絵
画
の
額
縁
の
内
部
に
描
か
れ
、
そ
の
画
面
中

に
は
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
」
と
文
字
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
額
縁
の
外
側
に
も
ど
こ
で
も
な
い
空
間

の
中
に
も
ぽ
っ
か
り
と
二
本
目
の
パ
イ
プ
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
れ
が
パ
イ
プ
で
あ
り
、
ど
れ
が
パ
イ
プ
で
な



い
の
か
。
こ
こ
で
見
る
者
が
混
乱
す
る
の
は
「
で
あ
る

ê
tr

e

」
と
「
表
象
す
る

r
e

p
r
é
s
e

n
te

r

」
の
区
別
が
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
は
ど
の
位
相
で
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
あ
る
」
と
言
い
、
ま
た
逆
に
「
こ
れ
は
パ
イ
プ

で
は
な
い
」
と
言
う
の
か
。
マ
グ
リ
ッ
ト
の
や
り
方
は
大
胆
に
も
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
パ
イ
プ
を
描
く
と
い

う
相
似
の
事
実
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
「
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
表
象
に
依
拠
し
た
断
言

を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
マ
グ
リ
ッ
ト
の
次
の
言
葉
を
フ
ー
コ
ー
は
引
用
す
る
。
「
言
葉
と
物
と
の
間
に

新
し
い
関
係
を
作
り
上
げ
、
日
常
生
活
で
は
等
し
く
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
特
質
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
命
題
の
中
で
の
言
葉
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
「
時

と
し
て
物
の
名
が
イ
メ
ー
ジ
の
変
わ
り
に
な
る
。
一
つ
の
言
葉
が
、
現
実
の
中
で
の
物
の
場
所
を
占
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
命
題
の
中
で
の
言
葉
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
一
六

し
か
し
な
が

ら
、
描
く
事
が
断
言
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
な
ぜ
こ
こ
ま
で
ま
わ
り
く
ど
く
表
象

と
言
葉
を
戯
れ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
表
象
さ
れ
て
い
る
も
の
が
決
し
て
そ
の
も
の
と
し
て
断
言
さ

れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、≪

の
よ
う
な≫
か
ら
解
放
さ
れ
た≪

そ
の
も
の≫

の
絵
画
を
目
指
す
の
は
、

絵
画
の
絶
望
的
な
試
み
を
明
る
み
に
さ
ら
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

そ
れ
で
は
フ
ー
コ
ー
の
試
み
を
も
っ
と
遠
く
ま
で
推
し
進
め
て
、
表
象
や
そ
れ
と
同
様
の
働
き
を
な
す
言
葉

そ
の
も
の
の
可
能
性
を
一
旦
保
留
し
、
こ
れ
ら
を
消
去
し
て
し
ま
え
ば
ど
う
な
る
か
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
』
の
冒
頭
付
近
に
あ
る
有
名
な
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
。 

 

「…

私
は…

機
械
的
に
、
一
さ
じ
の
紅
茶
、
私
が
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
一
き
れ
を
や
わ
ら
か
く
溶
か
し
て
お
い

た
紅
茶
を
、
唇
に
も
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
お
菓
子
の
か
け
ら
の
ま
じ
っ
た
一
口
の
紅
茶
が
、
口
蓋
に

ふ
れ
た
瞬
間
に
、
私
は
身
ぶ
る
い
し
た
、
私
の
中
に
起
こ
っ
て
い
る
異
常
な
こ
と
に
気
が
つ
い
て
。
す
ば

ら
し
い
快
感
が
私
を
襲
っ
た
の
で
あ
っ
た
、
孤
立
し
た
、
原
因
の
わ
か
ら
な
い
快
感
で
あ
る
。
そ
の
快
感

は
、
た
ち
ま
ち
私
に
人
生
の
転
変
を
無
縁
の
も
の
に
し
、
人
生
の
厄
災
を
無
害
だ
と
思
わ
せ
、
人
生
の
短

さ
を
錯
覚
だ
と
感
じ
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
、
あ
た
か
も
恋
の
は
た
ら
き
と
お
な
じ
よ
う
に
、
そ
し
て
何
か

貴
重
な
本
質
で
私
を
満
た
し
な
が
ら
、
と
い
う
よ
り
も
そ
の
本
質
は
私
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
私

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。…

一
体
ど
こ
か
ら
私
に
や
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
こ
の
力
強
い
よ
ろ
こ

び
は
？
そ
れ
は
紅
茶
と
お
菓
子
の
味
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
し
か
し
そ
ん
な
味
を
無
限
に
超
え
て
い
る…

そ
れ
か
ら
私
は
ふ
た
た
び
自
分
に
た
ず
ね
は
じ
め
る
、
い
っ
た
い
あ
の
未
知
の
状
態
は
な
ん
で
あ
っ
た
か

…

私
の
内
部
で
何
か
が
身
ぶ
る
い
す
る
の
を
私
は
感
じ
る
、
そ
れ
は
沈
ん
で
い
る
場
所
か
ら
動
き
、
上
に

上
が
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
何
か
で
あ
り
、
非
常
に
深
い
と
こ
ろ
で
、
錨
の
よ
う
に
ひ
き
あ
げ
ら
れ
よ
う
と

し
た
何
か
だ
。…

な
る
ほ
ど
、
そ
の
よ
う
に
私
の
底
で
ぴ
く
ぴ
く
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
あ
の
味
に
結

び
つ
き
、
あ
の
味
の
あ
と
に
つ
い
て
私
の
表
面
に
ま
で
あ
が
っ
て
こ
よ
う
と
す
る
映
像
、
視
覚
的
回
想
に

ち
が
い
な
い
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
遠
く
で
、
ま
た
あ
ま
り
に
も
見
さ
だ
め
に
く
い
か
た
ち
で
、

動
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て…

突
如
と
し
て
、
そ
の
と
き
回
想
が
私
に
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
の
味
覚
、
そ
れ
は

マ
ド
レ
ー
ヌ
の
小
さ
な
か
け
ら
の
味
覚
だ
っ
た
、
コ
ン
ブ
レ
ー
で
、
日
曜
日
の
朝…

し
か
し
古
い
過
去
か

ら
、
人
々
が
死
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
崩
壊
し
た
あ
と
に
、
存
続
す
る
も
の
が
な
に
も
な
く
な
っ
て
も
、

た
だ
匂
と
味
だ
け
は
、
か
よ
わ
く
は
あ
る
が
、
も
っ
と
根
強
く
、
も
っ
と
形
な
く
、
も
っ
と
消
え
ず
に
、

も
っ
と
忠
実
に
、
魂
の
よ
う
に
、
ず
っ
と
長
い
あ
い
だ
残
っ
て
い
て
、
他
の
す
べ
て
の
も
の
の
廃
墟
の
上

に
、
思
い
浮
か
べ
、
待
ち
う
け
、
希
望
し
、
匂
と
味
の
ほ
と
ん
ど
が
感
知
さ
れ
な
い
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
し

ず
く
の
上
に
、
た
わ
む
こ
と
な
く
さ
さ
え
る
の
だ
、
回
想
の
巨
大
な
建
築
を
。
」
一
七 

 こ
れ
は
マ
ド
レ
ー
ヌ
の
味
と
香
り
が
口
の
中
に
広
が
っ
た
際
に
、
ナ
レ
ー
タ
ー
が
突
如
と
し
て
今
ま
で
忘
れ
て

い
た
幼
少
期
の
思
い
出
を
思
い
起
こ
す
シ
ー
ン
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
目
に
見
え
る
か
た
ち
や
イ
メ
ー
ジ
や
表
象

に
先
立
っ
て
、
何
ら
か
の
「
快
感
」
「
恋
の
よ
う
な
喜
び
」
が
あ
り
、
主
人
公
の
全
身
を
震
わ
せ
る
。
匂
い
や

味
は
ま
ず
は
ダ
イ
レ
ク
ト
に
全
身
を
包
み
、
こ
れ
を
耽
溺
さ
せ
る
。
そ
の
渦
の
中
で
、
人
は
そ
の
源
を
探
り
当

て
よ
う
と
す
る
。
次
の
段
階
で
よ
う
や
く
目
に
見
え
る
か
た
ち
や
イ
メ
ー
ジ
、
表
象
が
記
憶
の
底
か
ら
私
の
表

面
に
ま
で
上
が
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
記
憶
に
は
直
接
結
び
付
か
ず
、
人
に
「
快
感
」
「
恋
の
よ

う
な
喜
び
」
を
、
表
象
を
伴
わ
ず
に
そ
の
理
由
も
分
ら
ぬ
ま
ま
持
続
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。 



い
ず
れ
に
せ
よ
、
匂
い
、
音
、
光
な
ど
は
人
を
猛
烈
な
勢
い
で
襲
い
、
じ
わ
じ
わ
と
人
の
内
部
に
侵
食
し
て

く
る
身
体
感
覚
を
も
た
ら
す
。
匂
い
に
は
か
た
ち
が
な
く
、
何
ら
か
の
明
確
で
万
人
に
共
通
す
る
表
象
を
も
た

ら
す
こ
と
は
、
相
当
の
仕
掛
け
が
な
い
限
り
難
し
い
。
そ
れ
は
匂
い
の
ア
ー
ト
の
困
難
な
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
こ
う
し
た
あ
り
方
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
視
覚
に
よ
る
認
識
と
は
異
な
る
ダ
イ
レ
ク
ト
な
感
情
惹
起
と
身
体
的

な
刺
激
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
確
な
か
た
ち
に
よ
ら
な
い
こ
と
、
表
象
を
免
れ
る
こ
と
で
鑑
賞
者
は
自
由
に

振
る
舞
い
、
真
に
新
し
い
も
の
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
か
た
ち
や
表
象
の
「
記
号
性
」

か
ら
、
匂
い
や
香
り
が
解
放
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
匂
い
と
香
り
の
ア
ー
ト
は
様
々
な
方
向
に
展
開
が
可

能
な
興
味
深
い
領
域
だ
と
い
え
る
。 

 

匂
い
と
ア
ー
ト
を
考
え
る
際
、
匂
い
の
存
す
る
、
と
い
う
よ
り
匂
い
そ
の
も
の
の
空
間
が
問
題
と
な
り
、
そ

こ
に
位
置
し
て
匂
い
を
と
ら
え
て
い
る
人
間
身
体
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
匂
い
の
空
間
に
浸
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
は
時
に
不
可
抗
力
で
あ
る
種
の
感
情
に
引
き
込
ま
れ
、
そ
の
理
由
を
表
象
や
イ
メ
ー
ジ
に
頼
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
わ
く
言
い
難
い
感
情
内
容
の
輪
郭
を
明
確
に
し
よ
う
と
も
が
く
。
匂
い
の
ア
ー
ト
を
考

察
・
制
作
す
る
こ
と
は
、
珍
し
い
ア
ー
ト
・
ジ
ャ
ン
ル
を
考
え
る
こ
と
、
つ
ま
り
キ
ワ
モ
ノ
系
の
ア
ー
ト
を
ニ

ッ
チ
の
需
要
に
応
え
て
実
践
す
る
こ
と
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
存
在
論
的
な
問
い
か
け
で
あ
り
、

現
在
当
た
り
前
の
よ
う
に
王
道
と
さ
れ
て
い
る
「
造
形
」
、
「
表
象
」
、
「
か
た
ち
」
、
「
イ
メ
ー
ジ
」
に
つ

い
て
再
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
索
と
挑
戦
と
実
践
が
、
新
し
い
ア
ー
ト
・
芸
術
を
拓
く
可
能
性

と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
る
と
こ
ろ
が
た
ま
ら
な
く
面
白
い
の
で
あ
る
。
一
八 
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メ
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ロ
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ン
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ィ
は
「
視
覚
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ざ
し
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よ
る
触
知
な
の
だ
か
ら
」
や
「
私
は
私
に
属
す
る
お
の
れ
の

振
動
を
内
部
か
ら
聞
く
」
の
よ
う
に
、
視
覚
に
な
ぞ
ら
え
て
触
覚
、
聴
覚
に
も
可
逆
性
を
認
め
る
記
述
を
行
っ

て
い
る
。
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島
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六 

そ
も
そ
も
西
洋
思
想
で
味
覚
や
嗅
覚
を
具
え
た
人
間
像
を
想
定
せ
よ
、
と
求
め
る
方
が
お
か
し
い
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
の
、
動
物
的
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
根
源
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
思
想
家
が
ゼ

ロ
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
特
に
興
味
深
い
の
は
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
『
全
体
性
と
無
限
』
に
お
い
て
、
「
享
受

jo
u

ir, jo
u

is
s
a

n
c
e

」
と
い
う
概
念
で
主
体
を
外
（
他
な
る
も
の
）
へ
と
結
び
つ
け
る
装
置
と
し
て
「
味
わ
う

こ
と
」
を
考
え
、
他
の
著
作
で
は
「
糧
」
と
い
う
概
念
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
が
「
お
腹
の
空
か
な

い
理
論
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
『
存
在
の
彼
方
へ
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、

一
九
九
九
年
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ィ
ヤ
ッ
ク
『
感
覚
論
』
加
藤
周
一
、
三
宅
徳
嘉
訳
（
創
元
社
、
一
九
四
八
年
）
六
七
頁
。 

八 

同
書
、
七
五
頁
。 

九 

同
じ
よ
う
に
「
我
々
が
立
像
に
薔
薇
を
示
せ
ば
我
々
に
と
っ
て
は
立
像
は
薔
薇
を
感
覚
す
る
立
像
だ
が
、

立
像
自
身
に
と
っ
て
は
、
花
の
香
り
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
（
同
書
） 

一
〇 

同
書
、
一
五
四
頁
。 

一
一 

同
書
、
一
七
三
頁
。 

一
二 

同
書
、
一
七
四
ー
一
七
五
頁
。 

一
三

ベ
ル
ク
ソ
ン
『
創
造
的
進
化
』
（
白
水
社
、
一
九
九
七
年
）
二
一
一
頁
。L

’é
v
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lu

tio
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一
四 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
と
反
復
』
（
河
出
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。 

一
五 

ギ
ブ
ソ
ン
『
生
態
学
的
知
覚
論
』
（
サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
八
五
年
）
一
六
四
頁
。 

一
六 

フ
ー
コ
ー
『
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
』
小
林
康
夫
他
訳
（
『
フ
ー
コ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
三
』
所
収
、
ち

く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
二
頁
。 

一
七 

プ
ル
ー
ス
ト
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
井
上
究
一
郎
訳
（
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
四
ー
七

八
頁
よ
り
著
者
抜
粋
。 

一
八 

著
者
は
香
り
の
ア
ー
ト
に
つ
い
て
の
考
察
ば
か
り
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
主
宰
し
て
香

り
の
ア
ー
ト
日
仏
学
生
交
流
や
展
覧
会
企
画
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
下
記
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
情
報
を
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
私
の
近
年
の
香
り
の
ア
ー
ト
や
香
道

に
関
す
る
論
考
も
掲
載
し
て
お
く
。 
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研
究
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【
香
り
の
ア
ー
ト
・
香
道
に
関
す
る
論
考
】 



                                        

                                        

                                        

                                        

   

 

 

・
岩
﨑
陽
子
「
ア
ー
ト
と
し
て
の
香
り
ー
香
り
が
い
か
に
し
て
ア
ー
ト
に
な
り
う
る
の
か
」
嗜
好
品
文
化
研

究
第
一
号
（
二
〇
一
六
年
四
月
）
二
八
ー
三
五
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
フ
ラ
ン
ス
・
パ
リ
に
お
け
る
嗅
覚
・
匂
い
に
関
わ
る
国
際
会
議
と
講
演
会
の
報
告
」A

R
O

M
A

 

R
E

S
E

A
R

C
H

 
特
集
ー
植
物
が
発
す
る
香
り
の
機
能
六
五
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）
八
四
ー
八
五
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
黒
髪
と
マ
ド
レ
ー
ヌ
～
「
香
り
の
美
学
」
の
立
場
か
ら
～
」A

R
O

M
A

 R
E

S
E

A
R

C
H

 

特
集

ー
香
り
を
可
視
化
す
る
～
私
は
こ
う
思
う
～
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
六
二
ー
六
三
頁
。 

・
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ケ
著
、
岩
﨑
陽
子
監
訳
『
匂
い
の
哲
学―

香
り
た
つ
美
と
芸
術
の
世
界
』
（
晃
洋
書

房
、
二
〇
一
五
年
）
。 
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・
岩
﨑
陽
子
「
香
り
の
ア
ー
ト
に
お
け
る
「
空
間
把
握
」
と
「
見
え
な
い
も
の
」
に
つ
い
て
」
京
都
嵯
峨
芸

術
大
学
紀
要
四
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
一
ー
五
四
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
香
道
秘
伝
書
ー
室
町
時
代
に
花
ひ
ら
い
た
類
な
き
香
り
の
芸
道
」
（
青
木
孝
夫
他
編
『
芸
術
理

論
古
典
文
献
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー 

東
洋
篇
』
所
収
、
藝
術
学
舎
、
二
〇
一
四
年
）
三
一
三
ー
三
二
〇
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
香
り
と
こ
と
ば
ー
生
き
ら
れ
た
空
間
認
識
の
た
め
の
一
試
論
」
『
文
芸
学
研
究
』
第
一
八
号

（
二
〇
一
四
年
）
一
ー
二
〇
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
交
換
の
伝
播 

ー
美
的
感
性
論
拡
張
の
可
能
性
」
『
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
研
究
』
第
一
五
号

（
二
〇
一
一
年
）
二
ー
二
三
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
組
香
の
情
景
ー
『
香
道
蘭
之
園
』
考
」
『
民
族
藝
術
』
第
二
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
五
ー

二
一
四
頁
。 

・
岩
﨑
陽
子
「
香
り
と
記
号―

源
氏
香
之
図
を
め
ぐ
っ
て―

」
『
デ
ザ
イ
ン
理
論
』
四
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）

三
ー
一
七
頁
。 

 


