
は
じ
め
に

（
一
）
宮
沢
賢
治
の
超
常
体
験

宮
沢
賢
治
が
自
ら
の
口
語
詩
を
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
呼

ん
だ
理
由
は
、
そ
れ
が
己
の
心
に
映
じ
た
現
象
を
、「
そ
の

と
ほ
り
科
学
的
に
記
載
し
」、「
厳
密
に
事
実
の
と
ほ
り
記
録

し
た（

４
）」
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
特
に
強
調
し
た
か
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
岩
手
の
美
し
い
自
然
や
己
の
心

理
の
み
な
ら
ず
、
幻
視
や
幻
聴
を
は
じ
め
種
々
の
不
可
思
議

な
出
来
事
も
記
録
さ
れ
て
お
り
、
本
当
に
作
者
の
実
体
験

だ
っ
た
と
は
信
じ
が
た
い
部
分
も
あ
る
が
、
生
前
の
賢
治
を

知
る
人
々
の
証
言
や
、
彼
が
友
人
に
宛
て
た
書
簡
等
を
見
る

と
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
人
が
実
際
に
こ
う
い
う
超
常
体
験
を

す
る
人
だ
っ
た
こ
と
は
、
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

賢
治
の
こ
う
い
っ
た
特
異
な
体
験
は
、
詩
の
重
要
な
モ

チ
ー
フ
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
短
歌
や
童
話
な
ど
他
の
分

野
の
作
品
に
も
、
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
、

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
「
序
」
に
「
ど
う
し
て
も
こ
ん

な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た

く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
」
と
記
し
て
い
る
よ

う
に
、
自
ら
の
作
品
を
人
為
的
に
構
築
す
る
と
い
う
よ
り

も
、
直
に
体
験
し
た
現
象
や
、
自
ず
と
内
奥
か
ら
溢
れ
出
る

事
柄
を
、
な
る
べ
く
忠
実
に
記
録
し
て
作
品
化
し
よ
う
と
し

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
母
胎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
彼
特
有

の
体
験
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
、
作
品
解
釈

の
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。

宮
沢
賢
治
作
品
と
解
離

　

―
主
体
と
知
覚
の
変
容
に
着
目
し
て
―

鈴
木　

健
司（

１
）・
浜
垣　

誠
司（

２
）・
大
島　

丈
志（

３
）
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こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
賢
治
の
超
常
体
験
の
性
質

に
つ
い
て
、
心
理
学
的
あ
る
い
は
精
神
医
学
的
観
点
か
ら
解

釈
を
試
み
る
研
究
も
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
行
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
か
な
か
適
切
な
説
明
モ
デ
ル
が
見
出
さ
れ
ず
に
い

た
と
こ
ろ
、
精
神
科
医
の
柴
山
雅
俊（
５
）は

、
賢
治
が
記
し
た
多

様
な
体
験
は
、
解
離
現
象
と
し
て
包
括
的
に
理
解
で
き
る
こ

と
を
示
し
、
彼
の
作
品
に
対
す
る
新
た
な
眺
望
を
開
い
た
。

（
二
）
解
離
と
は
何
か

そ
も
そ
も
解
離
と
は
、
本
来
は
統
合
さ
れ
て
機
能
す
る
べ

き
種
々
の
心
理
的
機
能
が
、「
解
き
離
さ
れ
」
て
別
々
に
作

動
し
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
命
名
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
身
体
の
一
部
が
本
人
の
意
志
と
は
別
に
動
い

た
り
感
覚
が
麻
痺
し
た
り
す
る
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
や
、
人
格

が
複
数
に
分
か
れ
て
各
様
の
行
動
を
と
る
「
多
重
人
格
」
が

そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
解
離
概
念
は
徐
々
に

拡
張
さ
れ
て
い
き
、
自
分
の
感
情
や
思
考
に
実
感
が
な
く
な

る
「
離
人
症
」
や
、
外
界
か
ら
現
実
感
が
失
わ
れ
る
「
現
実

感
消
失
症
」
な
ど
、
様
々
な
意
識
変
容
体
験
も
こ
こ
に
含
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
拡
張
に
よ
っ
て
、
当
初
の
「
解
き
離
さ
れ

る
」
と
い
う
意
味
合
い
は
薄
ら
ぐ
と
と
も
に
、
近
年
は
特
に

後
者
の
意
識
変
容
体
験
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
柴
山
は
、
こ
の
種
の
解
離
性
意
識
変
容
と
し
て
「
気
配
過

敏
」「
被
注
察
感
」「
表
象
促
迫
」「
近
接
化
」
等
の
体
験
を

挙
げ
、
そ
の
症
候
論
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
が
作
品
に
記
し
た
種
々
の
超
常
体
験
も
、
主
に

後
者
の
意
識
変
容
や
そ
れ
を
基
盤
と
し
た
幻
覚
体
験
の
典
型

像
と
し
て
、
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
賢
治
は
こ
の
世
界

の
様
々
な
現
象
を
感
受
し
つ
つ
、
そ
の
意
識
は
し
ば
し
ば
変

容
を
き
た
し
て
、
対
象
に
多
彩
な
相
貌
を
見
た
り
、
不
意
に

肉
迫
さ
れ
た
り
、
自
他
が
合
一
し
て
融
け
合
っ
た
り
す
る
の

で
あ
る
。

一
方
、
イ
メ
ー
ジ
心
理
学
の
領
域
で
は
、
従
来
か
ら
「
空

想
傾
向
」
と
い
う
概
念
も
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
鮮

明
で
リ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ
の
想
起
能
力
、
自
己
の
空
想
世
界

に
没
入
す
る
傾
向
、
現
実
と
空
想
の
混
同
し
や
す
さ
等
で
特

徴
づ
け
ら
れ
る
個
人
の
特
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

宮沢賢治作品と解離
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か
ら
、
空
想
傾
向
と
解
離
傾
向
と
の
間
に
は
、
有
意
な
相
関

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る（
６
）。
賢
治
の
多
く
の
作
品
に
は
、

右
記
の
よ
う
な
空
想
傾
向
の
特
徴
も
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
賢
治
と
い
う
人
は
、
解
離
と
空
想
傾
向
が
重
な
り

合
う
地
点
に
立
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
三
人
の
共
同
研
究
者
が
解
離
と
い
う
共

通
の
視
点
に
立
ち
、
各
々
の
切
り
口
で
宮
沢
賢
治
の
作
品
に

考
察
を
加
え
る
。
な
お
宮
沢
賢
治
作
品
の
引
用
は
『
新
校
本

宮
澤
賢
治
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
～
二
〇
〇
九
）

よ
り
行
う
。

一
　
宮
沢
賢
治
の
短
歌
に
お
け
る
〈
超
一
人
称
〉
と
解
離

（
一
）
賢
治
の
短
歌
の
特
異
性

宮
沢
賢
治
は
、
お
も
に
中
学
校
と
高
等
農
林
学
校
の
学
生

時
代
に
、
八
百
首
以
上
の
短
歌
を
創
作
し
た
が
、
あ
る
時
期

ま
で
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
作
者
の
未
熟
な
時
代
の
「
若
書

き
」
と
言
わ
れ
た
り
、「
短
歌
は
賢
治
文
学
の
出
発
点
と
し

て
の
意
義
の
方
が
、
短
歌
自
身
の
完
成
度
よ
り
も
意
味
を

持
つ（
７
）」
と
見
な
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
そ
の
後
徐
々
に
、
彼

の
短
歌
の
独
自
性
が
評
価
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
な
か

で
も
佐
藤
通
雅
は
『
賢
治
短
歌
へ（

８
）』
に
お
い
て
、
前
衛
短
歌

運
動
が
切
り
拓
い
た
知
見
も
踏
ま
え
つ
つ
賢
治
の
短
歌
の
特

異
性
を
分
析
し
、
そ
こ
に
「
一
人
称
詩
型
を
と
り
な
が
ら
も
、

一
人
称
を
解
体
し
た
が
る
無
意
識
の
欲
求
」
を
見
て
と
っ
て
、

こ
れ
を
「〈
超
一
人
称
〉
の
方
向
」
と
呼
ん
だ
。

こ
れ
は
、
賢
治
の
世
界
観
や
そ
の
文
学
全
体
に
も
関
わ
る

重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
佐
藤
自
身
は
、
賢
治
短
歌
の
こ
の

よ
う
な
〈
超
一
人
称
〉
性
の
本
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
上
踏

み
込
ん
で
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
の
特

性
に
つ
い
て
「
解
離
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
行
う
。

（
二
）〈
超
一
人
称
〉
の
諸
相

佐
佐
木
幸
綱
が
強
調
す
る
よ
う
に
、「
短
歌
は
、
基
本
的

に
〈
一
人
称
詩
〉
と
し
て
の
性
格
を
負
っ
て
い
る（
９
）」

文
学
形

式
で
あ
り
、
佐
藤
通
雅
も
こ
の
前
提
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ

は
、「
作
品
の
背
後
に
ひ
と
り
の
〈
私
〉
が
い
て
、
思
い
を

叙
べ
る
詩
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
賢
治
の
短
歌
を
見
て
い
く
な
か
で
、
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佐
藤
が
ま
ず
注
目
す
る
の
は
、
中
学
時
代
の
短
歌
32
「
黒
板

は
赤
き
傷
受
け
雲
垂
れ
て
う
す
く
ら
き
日
を
す
す
り
泣
く
な

り
。」
で
あ
る
。
こ
の
「
赤
き
傷
」
と
は
、
教
師
が
黒
板
に

赤
い
チ
ョ
ー
ク
で
引
い
た
線
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
佐
藤
は

こ
の
一
首
に
つ
い
て
、「
赤
い
傷
に
痛
み
を
お
ぼ
え
た
の
は
、

な
に
よ
り
も
賢
治
自
身
だ
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
ほ
と
ん

ど
同
時
に
黒
板
に
感
情
移
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
自
分
と
対
象
と
の
境
界
は
ほ
と
ん
ど
霧
消
し
て
し
ま
う
。

作
者
が
主
軸
と
な
っ
て
成
立
す
る
、
一
人
称
と
し
て
の
文
学

か
ら
は
、
あ
き
ら
か
な
ふ
み
は
ず
し
だ
」
と
述
べ
、
こ
こ
に

〈
超
一
人
称
〉
へ
の
萌
芽
を
見
て
い
る
。

ま
た
、
中
学
卒
業
後
入
院
中
の
短
歌
94
「
ち
ば
し
れ
る
／

ゆ
み
は
り
の
月
／
わ
が
窓
に
／
ま
よ
な
か
き
た
り
て
口
を
ゆ

が
む
る
。」
に
つ
い
て
佐
藤
は
、「
血
走
る
の
も
、
口
を
ゆ
が

め
る
の
も
、
月
そ
の
も
の
の
動
作
と
な
り
、
作
者
の
心
情
の

段
階
か
ら
完
全
に
離
陸
し
て
い
る
」「
あ
る
地
点
で
「
わ
れ
」

に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
か
ら
離
陸
し
、「
わ
れ
」
で
な
く
、
月

に
主
体
の
座
を
ゆ
ず
っ
て
し
ま
う
」
と
評
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
高
等
農
林
学
校
時
代
の
短
歌
368
「
さ
だ
め
な
く

／
鳥
は
よ
ぎ
り
ぬ
／
う
た
が
ひ
の
／
鳥
は
よ
ぎ
り
ぬ
／
あ
け

が
た
の
窓
」
に
対
し
て
は
、「
作
者
自
身
の
心
象
だ
と
す
る

な
ら
、
ば
ら
ば
ら
に
飛
び
ゆ
く
鳥
の
さ
だ
め
の
な
い
さ
ま
も
、

懐
疑
を
秘
め
た
さ
ま
も
、
一
人
称
詩
型
と
し
て
十
分
に
落
ち

着
く
。
だ
の
に
「
う
た
が
ひ
の
／
鳥
や
よ
ぎ
り
ぬ
」
と
な
る

と
、
一
人
称
か
ら
剥
離
し
、
鳥
自
身
の
心
象
へ
と
転
位
し
よ

う
と
す
る
。
な
ぜ
、
剥
離
が
生
じ
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ

は
一
人
称
詩
型
の
主
軸
た
る
べ
き
〈
わ
れ
〉
が
、
座
を
お
り

た
が
り
、
他
と
同
じ
地
平
に
解
体
し
た
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
解
体
の
境
界
線
上
に
か
ろ
う
じ
て
成
立
し
て
い
る
の
が
、

368
で
あ
る
」
と
述
べ
、
こ
れ
を
〈
超
一
人
称
〉
と
呼
ぶ
の
で

あ
る
。

佐
藤
は
、
こ
の
よ
う
な
賢
治
の
〈
超
一
人
称
〉
の
特
性
を
、

眼
球
に
お
け
る
結
像
に
喩
え
て
、「
一
人
称
な
ら
角
膜
―
水

晶
体
―
硝
子
体
を
通
過
し
て
、
網
膜
で
像
を
結
ぶ
は
ず
な
の

に
、
そ
の
か
な
た
へ
と
つ
き
ぬ
け
て
し
ま
う
」
と
説
明
し
て

い
る
が
、
本
章
で
は
こ
れ
を
、
賢
治
の
一
人
称
的
主
体
で
あ

る
と
こ
ろ
の
「
自
我
」
の
特
徴
と
し
て
、
検
討
す
る
。
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（
三
）
解
離
現
象
と
し
て
の
〈
超
一
人
称
〉

筆
者
は
、
佐
藤
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
「〈
わ
れ
〉
が
他

と
同
じ
地
平
に
解
体
し
た
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
態
は
、

精
神
医
学
的
観
点
か
ら
は
解
離
現
象
の
一
種
と
し
て
理
解
で

き
る
と
考
え
る
。

た
と
え
ば
短
歌
32
で
は
、「
自
分
と
対
象
と
の
境
界
は
ほ

ぼ
霧
消
し
」、
作
者
は
黒
板
と
一
体
化
し
て
感
情
を
共
有
し

つ
つ
、
痛
み
を
感
じ
て
「
す
す
り
泣
く
」
主
体
は
は
た
し
て

黒
板
な
の
か
自
分
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
境
地
に
至
っ
て

い
る
。
単
な
る
感
情
移
入
だ
け
な
ら
何
ら
特
別
な
こ
と
で
は

な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
行
為
の
主
体
ま
で
が
、
す
な
わ
ち
自

我
が
及
ぶ
範
囲
ま
で
も
が
曖
昧
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、

賢
治
の
特
異
性
な
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
自
我
が
そ
の
主
体
性
の
座
を
他
者
に
明
け
渡
し

て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
を
「
憑
依
」
と
呼
び
、
標
準
的
な
精

神
医
学
診
断
基
準D

SM
-5

）
（1
（

で
は
、
解
離
性
同
一
症
の
「
憑
依

型
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
賢
治
の
短
歌
32
で
作
者
の
主
体

は
、
通
常
の
憑
依
に
お
け
る
よ
う
に
全
面
的
に
黒
板
に
取
っ

て
替
わ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
分
の
み
が

黒
板
と
い
う
対
象
と
融
合
す
る
と
と
も
に
、
痛
み
を
感
じ
た

り
す
す
り
泣
い
た
り
す
る
活
動
主
体
の
座
の
一
部
を
、
黒
板

に
譲
り
渡
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
憑
依
現
象
が
部
分
的
・

限
定
的
に
生
起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿

で
は
こ
れ
を
「
部
分
憑
依
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
短
歌
に
お
い
て
賢
治
は
、
部
分
的
に
黒
板
に
憑
依

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
を
、

浜
垣）

（（
（

と
同
じ
方
法
で
自

我
境
界
の
変
容
と
し
て

図
示
す
る
と
、
下
の
よ

う
に
な
る
。
自
我
は
、

強
い
感
情
移
入
と
と
も

に
、
そ
の
本
来
の
境
界
を
逸
脱
し
て
外
部
の
黒
板
に
ま
で
浸

透
し
、
そ
こ
で
黒
板
と
部
分
的
な
融
合
体
を
形
成
し
て
い
る
。

図
で
両
者
の
重
な
り
合
っ
た
部
分
は
、「
作
者
で
あ
り
つ
つ

黒
板
で
も
あ
る
」
主
体
で
あ
り
、
本
来
の
一
人
称
た
る
元
の

自
我
は
、
部
分
的
に
黒
板
と
「
同
じ
地
平
に
解
体
し
」
て
い

る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
佐
藤
の
言
う
〈
超
一
人
称
〉

- 4 -

の
よ
う
に
行
為
の
主
体
ま
で
が
、
す
な
わ
ち
自
我
が
及
ぶ
範
囲
ま
で
も
が
曖
昧
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、

賢
治
の
特
異
性
な
の
で
あ
る
。 

 

一
般
に
、
自
我
が
そ
の
主
体
性
の
座
を
他
者
に
明
け
渡
し
て
し
ま
う
状
態
の
こ
と
を
「
憑
依
」
と
呼
び
、

標
準
的
な
精
神
医
学
診
断
基
準D

SM
-5

（
１０
）
で
は
、
解
離
性
同
一
症
の
「
憑
依
型
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る
。
賢
治
の
短
歌
３２
で
作
者
の
主
体
は
、
通
常
の
憑
依
に
お
け
る
よ
う
に
全
面
的
に
黒
板
に
取
っ
て
替
わ

ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
分
の
み
が
黒
板
と
い
う
対
象
と
融
合
す
る
と
と
も
に
、
痛
み
を

感
じ
た
り
す
す
り
泣
い
た
り
す
る
活
動
主
体
の
座
の
一
部
を
、
黒
板
に
譲
り
渡
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

憑
依
現
象
が
部
分
的
・
限
定
的
に
生
起
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
部
分

憑
依
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
短
歌
に
お
い
て
賢
治
は
、
部
分
的
に
黒
板
に
憑
依
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
状
態
を
、
浜
垣
（
１１
）
と
同
じ
方
法
で
自
我
境
界

の
変
容
と
し
て
図
示
す
る
と
、
下
の
よ
う
に
な
る
。
自
我
は
、
強

い
感
情
移
入
と
と
も
に
、
そ
の
本
来
の
境
界
を
逸
脱
し
て
外
部
の

黒
板
に
ま
で
浸
透
し
、
そ
こ
で
黒
板
と
部
分
的
な
融
合
体
を
形
成

し
て
い
る
。
図
で
両
者
の
重
な
り
合
っ
た
部
分
は
、
「
作
者
で
あ

り
つ
つ
黒
板
で
も
あ
る
」
主
体
で
あ
り
、
本
来
の
一
人
称
た
る
元

の
自
我
は
、
部
分
的
に
黒
板
と
「
同
じ
地
平
に
解
体
し
」
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、
佐
藤
の
言

う
〈
超
一
人
称
〉
が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

一
方
、
短
歌

３６９
「
鉄
ペ
ン
鉄
ペ
ン
／
鉄
ペ
ン
な
ん
ぢ
た
ゞ
ひ
と
り
／
わ
が
う
た
が
ひ
の
／
あ
れ
野
に
う

ご
く
。
」
も
、
あ
る
面
で
は
「
部
分
憑
依
」
に
類
似
し
た
状
態
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
作
者
が
主
体
と
し
て
動
か
し
て
い
る
は
ず
の
「
鉄
ペ
ン
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
ペ
ン
そ
の

も
の
が
主
体
と
な
っ
て
自
ら
字
を
書
い
て
い
る
と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
は
古
典
的
な
解
離
現
象
の
一
つ
で

あ
る
「
自
動
書
記
」
の
体
験
と
言
え
る
。
や
は
り
作
者
は
、
主
体
の
座
を
部
分
的
に
ペ
ン
に
明
け
渡
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
ペ
ン
が
作
者
の
手
を
動
か
し
て
い
る
」
と
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
た
だ
傍
観
者
の
よ
う
な
立
場
に
い
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
「
ペ
ン
が
賢
治
に
憑
依
さ
れ
て
動
い
て
い

る
」
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
３２
と
は
反
対
方
向
の
憑
依
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
作

者
と
鉄
ペ
ン
は
、
「
う
た
が
ひ
」
の
感
情
を
共
有
し
つ
つ
一
部
融
合
し
、
自
我
は
行
為
主
体
の
座
を
部
分

的
に
対
象
に
譲
渡
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
部
分
憑
依
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
の
例
で
は
、
自
我
と
対
象
が
融
合
し
、
自
我
の
主
体
性
が
及
ぶ
範
囲
が
変
容
し
て
い
る
わ
け
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
作
者
と
対
象
が
感
情
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
並
列
的
に
描
か
れ
る
作
品
も
あ
る
。

短
歌

２９９
「
星
群
の
微
光
に
立
ち
て
／
甲
斐
な
さ
を
／
な
げ
く
は
わ
れ
と
タ
ン
ク
の
や
ぐ
ら
。
」
に
お
い
て
、

作
者
は
「
甲
斐
な
さ
を
な
げ
く
」
自
ら
の

感
情
を
、
「
タ
ン
ク
の
や
ぐ
ら
」
に
投
影
し
て
、
あ
た
か
も
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が
生
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
短
歌
369
「
鉄
ペ
ン
鉄
ペ
ン
／
鉄
ペ
ン
な
ん
ぢ
た
ゞ

ひ
と
り
／
わ
が
う
た
が
ひ
の
／
あ
れ
野
に
う
ご
く
。」
も
、

あ
る
面
で
は
「
部
分
憑
依
」
に
類
似
し
た
状
態
と
考
え
ら
れ

る
。こ

こ
で
は
、
作
者
が
主
体
と
し
て
動
か
し
て
い
る
は
ず

の
「
鉄
ペ
ン
」
に
つ
い
て
、
作
者
は
ペ
ン
そ
の
も
の
が
主
体

と
な
っ
て
自
ら
字
を
書
い
て
い
る
と
捉
え
て
お
り
、
こ
れ
は

古
典
的
な
解
離
現
象
の
一
つ
で
あ
る
「
自
動
書
記
」
の
体
験

と
言
え
る
。
や
は
り
作
者
は
、
主
体
の
座
を
部
分
的
に
ペ
ン

に
明
け
渡
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
「
ペ
ン

が
作
者
の
手
を
動
か
し
て
い
る
」
と
感
じ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
た
だ
傍
観
者
の
よ
う
な
立
場
に
い
る
。
む
し
ろ
逆
に
、

「
ペ
ン
が
賢
治
に
憑
依
さ
れ
て
動
い
て
い
る
」
と
も
見
る
こ

と
が
で
き
、
こ
れ
は
32
と
は
反
対
方
向
の
憑
依
関
係
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
作
者
と
鉄
ペ
ン
は
、「
う
た
が
ひ
」
の

感
情
を
共
有
し
つ
つ
一
部
融
合
し
、
自
我
は
行
為
主
体
の
座

を
部
分
的
に
対
象
に
譲
渡
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
や

は
り
部
分
憑
依
の
一
種
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
例
で
は
、
自
我
と
対
象
が
融
合
し
、
自
我
の
主
体

性
が
及
ぶ
範
囲
が
変
容
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
、
作
者
と
対
象
が
感
情
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
並
列

的
に
描
か
れ
る
作
品
も
あ
る
。
短
歌
299
「
星
群
の
微
光
に
立

ち
て
／
甲
斐
な
さ
を
／
な
げ
く
は
わ
れ
と
タ
ン
ク
の
や
ぐ

ら
。」
に
お
い
て
、
作
者
は
「
甲
斐
な
さ
を
な
げ
く
」
自
ら

の
感
情
を
、「
タ
ン
ク
の
や
ぐ
ら
」
に
投
影
し
て
、
あ
た
か

も
同
じ
思
い
を
分
か
ち
持
つ
仲
間
同
士
の
よ
う
に
見
て
い
る
。

た
だ
こ
こ
で
作
者
の
自
我
と
対
象
は
、
融
合
は
せ
ず
そ
の
ま

ま
並
置
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
作
者
の
主
体
性
の
範
囲

も
変
容
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は
憑
依
等
の
解
離
現
象
に

は
該
当
し
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
投
影
と
い
う
心
理
機

制
に
よ
っ
て
、〈
わ
れ
わ
れ
〉
と
称
す
べ
き
「
一
人
称
複
数
」

が
生
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
作
者
の
一
人
称
が
拡
大
さ

れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
や
は
り
〈
超
一
人
称
〉
の
一

種
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

（
四
）
一
人
称
を
超
越
す
る
志
向

以
上
の
よ
う
に
、
佐
藤
通
雅
が
〈
超
一
人
称
〉
と
呼
ん
だ

宮沢賢治作品と解離
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と
こ
ろ
の
、
賢
治
の
短
歌
に
現
れ
る
主
体
の
特
異
性
は
、
解

離
に
よ
る
「
部
分
憑
依
」
と
し
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
こ
で
は
、
作
者
の
一
人
称
的
主
体
＝
自
我
は
、
対
象

の
一
部
と
融
合
し
て
拡
大
さ
れ
た
一
つ
の
複
合
体
を
形
成
し

て
お
り
、
こ
れ
が
〈
超
一
人
称
〉
の
主
体
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
実
は
、
賢
治
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
短
歌
の

領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
他
の
作
品
や
世
界
観
に
も
通
ず

る
も
の
で
あ
る
。

口
語
詩
に
見
ら
れ
る
作
者
と
自
然
と
の
一
体
化
の
描
写
も
、

ま
た
人
間
が
様
々
な
生
物
や
無
生
物
と
同
じ
地
平
で
交
感
す

る
彼
の
童
話
世
界
も
、〈
超
一
人
称
〉
と
同
じ
く
自
我
が
拡

大
し
て
対
象
と
融
合
し
た
り
、
並
置
さ
れ
た
り
し
た
結
果
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
幼
少
期
か
ら
の
「
他
者
の
痛
み
を
自
分
の

痛
み
と
感
じ
ず
に
お
れ
な
い
」
と
い
う
性
向
や
、「
農
民
芸

術
概
論
綱
要
」
に
記
さ
れ
た
「
自
我
の
意
識
は
個
人
か
ら
集

団
社
会
宇
宙
と
次
第
に
進
化
す
る
」「
新
た
な
時
代
は
世
界

が
一
の
意
識
に
な
り
生
物
と
な
る
方
向
に
あ
る
」
と
い
う
世

界
観
も
、「
一
人
称
を
解
体
し
た
が
る
無
意
識
の
欲
求
」
に

よ
っ
て
、
否
応
な
く
〈
わ
れ
〉
を
超
越
し
よ
う
と
し
て
し
ま

う
、
彼
の
根
源
的
な
志
向
の
表
れ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
賢
治
の
本
質
的
特
徴
は
、
彼
が
思
春
期
か
ら

綴
っ
て
い
た
短
歌
の
中
に
も
、
既
に
深
く
刻
印
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

二
　「
台
川
」
と
解
離

（
一
）
再
構
成
さ
れ
た
「
台
川
」

「
台
川
」
は
、「
イ
ギ
リ
ス
海
岸
」
の
よ
う
な
賢
治
の
農
学

校
教
師
と
し
て
の
一
コ
マ
を
描
い
た
、
ス
ケ
ッ
チ
風
の
作

品
と
見
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
詳
し
く
分
析
を
す
る
な
ら
、

「
台
川
」
に
も
知
覚
の
変
容
が
確
認
で
き
、
作
品
の
創
作
意

図
と
深
い
と
こ
ろ
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

地
質
学
者
の
宮
城
一
男）

（1
（

は
「
台
川
」
を
「
地
質
巡
検
」
と

捉
え
、
賢
治
の
地
質
学
的
知
見
が
い
か
ん
な
く
発
揮
さ
れ
た

作
品
と
し
て
読
み
解
い
た
。
そ
の
こ
と
自
体
は
賢
治
作
品
の

新
し
い
分
析
法
と
し
て
固
有
の
価
値
を
有
す
る
も
の
だ
が
、

「
台
川
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、〈
心
象
ス
ケ
ッ
チ
〉
と
し

て
の
側
面
を
も
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
台
川
」
が
、

必
ず
し
も
事
実
そ
の
ま
ま
書
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
同
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じ
く
地
質
学
を
専
門
と
す
る
細
田
喜
吉）

（1
（

が
、
台
川
の
周
辺
を

く
ま
な
く
調
査
し
た
結
果
と
し
て
、「
単
に
記
録
で
は
な
く
、

虚
構
を
交
え
た
創
作
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
し
て

お
り
、
筆
者
も
ま
た
、
考
え
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
台
川
」
を
読
ん
で
、
地
質
学
の
視
点
か
ら
納
得
し
難
い

こ
と
が
、
二
点
あ
る
。〈
黒
曜
石
の
岩
脈
〉
と
〈
玻
璃
蛋
白

石
の
岩
脈
〉
で
あ
る
。
台
川
の
「
釜
淵
の
滝
」
を
形
成
す
る

男
助
層
は
新
第
三
紀
に
海
底
に
堆
積
し
た
火
砕
流
で
、
岩
手

県
の
北
上
川
西
域
で
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
筆
者
の
経
験
か
ら
言
っ
て
、〈
黒
曜
石
の
岩

脈
〉
や
〈
玻
璃
蛋
白
石
の
脈
〉
は
極
め
て
限
定
的
な
場
所
に

見
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
台
川
周
辺
で
は
そ
の
存
在
を

確
認
で
き
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
他
の
場
所
で
の
体
験
が

投
影
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
定
し
て
い
る
。「m

ental sketch 
m

odified

」
を
「
再
構
成
さ
れ
た
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
解
釈

す
る
の
は
筆
者
の
考
え
だ
が
、
通
常
「
修
正
さ
れ
る
／
変
更

さ
れ
る
」
と
訳
さ
れ
る
「m

odified

」
を
「
再
構
成
さ
れ
た

（reconfigured

）」
と
理
解
す
る
と
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
が

解
釈
し
や
す
く
な
る
。

〈
黒
曜
石
の
岩
脈
〉
は
、
黒
曜
石
と
同
系
統
の
真
珠
岩
と

し
て
、
細
田
に
よ
り
万
寿
山
の
南
側
の
沢
で
発
見
さ
れ
て
い

る
（
そ
こ
を
確
認
、
探
索
す
る
過
程
で
、
筆
者
は
偶
然
蛋
白

石
の
岩
脈
を
発
見
）
こ
と
と
、
距
離
的
に
は
さ
ら
に
離
れ
る

が
五
間
ヶ
森
近
く
の
下
し
沢
に
真
珠
岩
の
岩
脈
が
確
認
で
き

る
こ
と
。
後
者
は
、
場
所
が
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
賢
治
が
執
筆
し
た
「
岩
手
県
稗
貫
郡
地
質
及
び
土
性

調
査
報
告
書
」
に
見
い
だ
さ
れ
、
賢
治
は
そ
の
存
在
を
知
っ

て
い
た
と
推
定
が
可
能
で
あ
る
。〈
玻
璃
蛋
白
石
の
脈
〉
だ

が
、
筆
者
に
と
っ
て
男
助
層
中
に
水
晶
な
ど
を
発
見
す
る
こ

と
は
あ
っ
て
も
、
蛋
白
石
の
脈
を
確
認
し
た
こ
と
が
な
い
。

多
く
の
場
合
、
滝
名
川
安
山
岩
と
区
分
さ
れ
る
安
山
岩
の
亀

裂
に
真
っ
白
な
蛋
白
石
風
の
脈
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
み

で
あ
る
。
鉱
物
学
的
に
は
蛋
白
石
で
な
く
石
英
の
脈
だ
が
、

葛
丸
川
中
流
域
の
三
ツ
鞍
山
付
近
に
は
、
滝
名
川
安
山
岩
が

幅
広
く
露
出
し
て
お
り
、
安
山
岩
の
亀
裂
の
隙
間
を
埋
め
る

よ
う
に
蛋
白
石
風
の
脈
が
幾
筋
も
通
っ
て
い
る
。
葛
丸
川
の

名
は
「
楢
ノ
木
大
学
士
の
野
宿
」
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
稗

貫
郡
の
地
質
土
性
調
査
の
折
、
賢
治
が
こ
こ
を
通
過
し
て
い

宮沢賢治作品と解離
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る
こ
と
か
ら
も
、〈
玻
璃
蛋
白
石
の
脈
〉
と
し
て
認
識
し
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
れ
ま
で
の
こ
と
で
確
認
で
き
る
の
は
、「
台
川
」
は

「
地
質
巡
検
」
の
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
地
質
巡
検
」
時
の
心
的
な
体
験
を
書
こ
う
と
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は

〈
再
構
成
さ
れ
た
体
験
で
あ
り
〉、
一
歩
踏
み
込
め
ば
、「
台

川
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
、
賢
治
の
解
離
傾
向
の
表
象
と
し

て
分
析
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
二
）「
か
げ
ら
ふ
」
と
い
う
知
覚
の
変
容

「
台
川
」
の
書
き
出
し
は
次
の
よ
う
だ
。

〔
も
う
で
か
け
ま
せ
う
。〕
た
し
か
に
光
が
う
ご
い
て
み

ん
な
立
ち
あ
が
る
、
腰
を
お
ろ
し
た
み
ぢ
か
い
草
、
か

げ
ら
ふ
か
何
か
ゆ
れ
て
ゐ
る
、
か
げ
ら
ふ
ぢ
ゃ
な
い
、

網
膜
が
感
じ
た
ゞ
け
の
そ
の
光
だ
、

「
光
が
う
ご
い
て
い
る
」
そ
れ
を
最
初
「
か
げ
ら
ふ
」
と

解
釈
す
る
が
、
す
ぐ
に
否
定
し
「
網
膜
が
感
じ
た
だ
け
の
そ

の
光
」
と
表
現
す
る
。「
か
げ
ら
ふ
」
は
自
然
科
学
的
な
現

象
な
の
で
、
賢
治
は
自
己
の
感
じ
て
い
る
〈
光
の
う
ご
き
〉

を
、
科
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
次
の
「
網
膜
が
感
じ
た
だ
け
の
そ
の
光
」
だ
が
、
こ
れ

も
自
然
科
学
的
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
科
学

的
説
明
か
ら
別
の
科
学
的
説
明
に
解
釈
を
変
え
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
異
な
る
の
は
、
自
己
の
身
体
と
は
別
に
存
在
す

る
「
か
げ
ら
ふ
」
と
い
う
解
釈
を
捨
て
、
自
己
の
体
内
で
出

来
事
で
あ
る
「
網
膜
」
の
反
応
と
し
て
解
釈
し
な
お
し
て
い

る
こ
と
だ
。
賢
治
は
自
分
の
知
覚
の
方
に
原
因
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
賢
治
が
「
か
げ
ら
ふ
」
と
表

記
し
て
い
る
状
態
は
、
解
離
的
な
知
覚
の
変
容
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

「
若
い
木
霊
」
系
列
の
作
品
や
、「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
の
幻

術
」
系
列
の
作
品
で
は
、
光
の
揺
れ
、
光
の
波
と
い
う
も
の

が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
「
光
の
酒
」「
か

げ
ら
ふ
の
よ
う
な
火
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
。「
台
川
」

の
「
か
げ
ら
ふ
」
と
の
共
通
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
。「
か
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げ
ら
ふ
」
の
世
界
に
没
入
し
て
し
ま
っ
た
状
態
は
、
法
悦
に

似
た
よ
う
な
行
動
を
登
場
人
物
に
促
す
。

「
台
川
」
の
場
合
、「
か
げ
ら
ふ
」
の
世
界
に
没
入
す
る
こ

と
は
な
く
、
地
質
巡
検
の
案
内
人
と
し
て
の
立
場
が
崩
れ
る

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
読
者
は
、「
台
川
」
と
い
う
作

品
を
、
事
実
あ
っ
た
こ
と
の
記
録
と
し
て
解
釈
す
る
の
だ
が
、

「
足
な
み
の
ゆ
れ
と
光
の
波
。
足
な
み
の
ゆ
れ
と
光
の
波
。」

と
い
う
描
写
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
賢
治
の
視
線
は

生
徒
た
ち
の
「
足
」
に
向
い
て
い
る
。
そ
れ
を
〈
ひ
か
る

足
〉
と
解
釈
す
る
と
、「
ひ
か
り
の
素
足
」
と
い
う
作
品
と

重
な
っ
て
く
る
。

そ
の
人
の
足
は
白
く
光
っ
て
見
え
ま
し
た
。
実
に
は
や

く
実
に
ま
っ
す
ぐ
に
こ
っ
ち
へ
歩
い
て
来
る
の
で
し
た
。

ま
っ
白
な
足
さ
き
が
二
度
ば
か
り
光
り
も
う
そ
の
人
は

一
郎
の
近
く
へ
来
て
ゐ
ま
し
た
。

〈
ひ
か
る
足
〉
を
持
つ
人
は
、「
ひ
か
り
の
素
足
」
に
お
い

て
、
釈
迦
の
よ
う
な
聖
な
る
存
在
を
表
し
て
い
る
と
読
め
る

が
、
賢
治
は
な
ぜ
「
足
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
。
詩
「
小
岩
井

農
場
」（
パ
ー
ト
九
）
に
現
れ
る
「
ユ
リ
ア
」、「
ペ
ム
ペ
ル
」

の
幻
想
も
、「
わ
た
く
し
は
ず
ゐ
ぶ
ん
し
ば
ら
く
ぶ
り
で
／

き
み
た
ち
の
巨
き
な
ま
つ
白
な
す
あ
し
を
見
た
」
と
表
現
さ

れ
、
や
は
り
「
足
」
が
強
調
さ
れ
る
。

「
足
」
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、「
白
」
と
「
光
」
で
あ
る
。

む
ろ
ん
「
ひ
か
り
の
素
足
」
と
「
小
岩
井
農
場
」
に
描
写
さ

れ
る
の
は
「
足
」
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
全
体
を
備
え
た
存

在
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
知
覚
的
に
は
、
賢

治
は
そ
の
存
在
の
「
足
」
を
ま
ず
感
受
し
、
そ
れ
か
ら
全
体

へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
と
整
理
で
き
る
よ
う
に
思
う
。「
足
」

の
感
じ
方
に
着
目
す
れ
ば
、「
台
川
」
に
お
い
て
、
賢
治
が

生
徒
た
ち
の
「
足
」
を
「
足
な
み
の
ゆ
れ
と
光
の
波
。
足
な

み
の
ゆ
れ
と
光
の
波
。」
と
感
じ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

こ
と
だ
。

筆
者
は
、
特
化
さ
れ
た
「
足
」
の
描
写
が
、
賢
治
が
体
験

し
て
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
賢
治
の
知
覚
の
在
り
よ
う
は
、
賢
治
に
次
の

宮沢賢治作品と解離
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よ
う
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
。

け
れ
ど
も
み
ん
な
黙
っ
て
歩
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
が
い
つ

で
も
か
う
な
ん
だ
。
さ
び
し
い
ん
だ
。
け
れ
ど
も
何
で

も
な
い
ん
だ
。

〈
さ
び
し
さ
〉
は
「
け
れ
ど
も
み
ん
な
黙
っ
て
歩
い
て
ゐ

る
」
と
い
う
生
徒
た
ち
の
反
応
の
無
さ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
も
の
だ
が
、〈
さ
び
し
さ
〉
は
、
そ
こ
か
ら
来
て
い

る
だ
け
で
は
な
い
。「
か
げ
ら
ふ
」（「
光
の
波
」）
に
よ
っ
て

生
徒
た
ち
と
の
世
界
を
隔
て
ら
れ
る
と
い
う
前
提
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
徒
た
ち
と
一
体
に

な
り
た
い
と
い
う
願
望
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ど
う
し
よ
う
も

な
い
〈
さ
び
し
さ
〉
を
感
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
賢
治
は
「
け
れ
ど
も
何
で
も
な
い
ん
だ
」
と
、
繰
り
返

し
〈
さ
び
し
さ
〉
を
打
ち
消
そ
う
と
す
る
。

（
三
）
空
想
の
と
き
の
暗
い
谷

賢
治
を
現
実
世
界
か
ら
隔
て
る
「
か
げ
ろ
ふ
」（「
光
の

波
」）
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、「
空
想
の
と
き
の

暗
い
谷
」
と
し
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

あ
れ
は
葛
丸
川
だ
。
足
を
さ
ら
は
れ
て
淵
に
入
っ
た
の

は
。
い
ゝ
や
葛
丸
川
ぢ
ゃ
な
い
。
空
想
の
と
き
の
暗
い

谷
だ
。
ど
っ
ち
で
も
い
ゝ
。

「
空
想
の
と
き
の
暗
い
谷
」
は
理
解
し
に
く
い
表
現
だ

が
、「
空
想
の
と
き
の
暗
い
谷
」
の
向
こ
う
に
何
が
あ
る
の

か
、
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
に
見
え
隠
れ
す
る
、
無
意
識
に
通

じ
る
深
淵
の
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。「
台
川
」
と
い
う
作
品

は
、「
空
想
の
と
き
の
暗
い
谷
」
そ
の
も
の
を
描
い
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
世
界
を
開
く
ド
ア
ー
に
指
を
か
け

て
い
る
状
態
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
に

立
つ
と
、
純
粋
な
「
地
学
巡
検
」
で
な
い
こ
と
の
理
由
が
説

明
で
き
、
か
つ
、
賢
治
の
〈
感
覚
へ
の
違
和
〉
や
心
の
〈
さ

び
し
さ
〉
が
文
学
の
問
題
と
し
て
読
み
手
に
伝
わ
っ
て
く
る

こ
と
の
理
由
が
理
解
で
き
る
。
浜
垣
誠
司
が
提
案
し
て
い
る

「〈
み
ち
づ
れ
〉
希
求）

（1
（

」
と
い
う
フ
レ
ー
ム
は
、
こ
の
〈
さ
び
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し
さ
〉
に
よ
く
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
う
。「
台
川
」
の
場

合
、〈
み
ち
づ
れ
〉
は
農
学
校
の
生
徒
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
台
川
」
に
お
い
て
「
か
げ
ら
ふ
」（「
光
の
波
」）
は
現
実

世
界
と
賢
治
と
を
隔
て
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
感
覚

の
持
ち
方
を
、
賢
治
の
解
離
傾
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
　
宮
沢
賢
治
作
品
に
お
け
る
「
異
世
界
」
と
「
匂
い
」、

　
　
主
体
の
変
容

（
一
）「
異
世
界
」
と
「
匂
い
」

宮
沢
賢
治
作
品
に
関
し
て
、
作
家
宮
沢
賢
治
の
「
空
想
傾

向
」（Fantasy Proneness

）
を
背
景
に
置
き
な
が
ら
、
作

品
中
の
異
世
界
の
描
か
れ
方
と
「
匂
い
」
の
関
係
性
を
考
え

た
い
。

宮
沢
賢
治
作
品
で
は
し
ば
し
ば
現
実
世
界
か
ら
異
世
界
に

入
り
、
そ
し
て
現
実
世
界
に
帰
還
す
る
構
造
が
描
か
れ
る）

（1
（

。

そ
の
様
相
は
様
々
だ
が
、
そ
の
機
序
（
仕
組
み
）
は
興
味
深

い
。
ま
た
、
異
世
界
が
現
実
世
界
の
す
ぐ
そ
ば
に
あ
る
と
い

う
世
界
観
か
ら
は
、
作
家
宮
沢
賢
治
の
「
空
想
傾
向
」
の

影
響
を
読
み
解
く
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。「
空
想
傾
向
」
と

は
、
一
九
八
三
年
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
バ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
記
載

さ
れ
た
概
念
で
、「「
時
間
の
多
く
を
自
分
で
作
り
上
げ
た
世

界
、
す
な
わ
ち
イ
メ
ー
ジ
と
想
像
と
空
想
の
世
界
の
中
で
生

き
る
」
少
数
グ
ル
ー
プ
の
人
達
の
特
徴
」
で
あ
り
、「
高
感

度
の
催
眠
感
受
性
を
有
し
て
い
る
」「
空
想
や
想
像
へ
長
時

間
深
く
没
入
す
る
傾
向
が
あ
る
」「
幻
覚
的
な
（
現
実
に
匹

敵
す
る
）
鮮
明
さ
で
イ
メ
ー
ジ
を
体
験
す
る
能
力
が
あ
る
」

な
ど
の
特
徴
を
持
つ
。
ま
た
、
極
め
て
高
い
他
者
へ
の
共
感

性
も
認
め
ら
れ
る）

（1
（

。

こ
の
特
徴
は
、
宮
沢
賢
治
が
一
九
一
二
年
、
盛
岡
中
学
四

年
の
際
に
、
佐
々
木
電
眼
の
「
静
座
法
」
を
受
け
、
催
眠
状

態
に
な
っ
た
と
い
う
「
催
眠
感
受
性
」
の
高
さ
と
の
近
似
を

伺
わ
せ
る
。
ま
た
、
教
え
子
の
照
井
謹
二
郎
に
語
っ
た
、
死

去
し
た
妹
と
し
子
に
関
す
る
「
こ
の
間
い
つ
も
の
よ
う
に
一

心
に
お
経
を
読
ん
で
か
ら
休
む
と
、
枕
辺
に
と
し
子
の
姿
が

あ
り
あ
り
と
現
れ
た
の
で
、
す
ぐ
起
き
て
ま
た
お
経
を
上
げ

て
い
る
と
見
え
な
く
な
っ
た
。
次
の
晩
も
や
は
り
姿
が
見
え
、

二
晩
だ
け
で
あ
と
は
見
え
な
か
っ
た
。
人
間
と
い
う
も
の
は
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人
に
よ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
死
ん
で
か
ら
ま
た
別
の
姿
に

な
っ
て
ど
こ
か
に
生
を
う
け
る
も
の
ら
し
い）

（1
（

」
と
い
う
幻
想

も
特
徴
的
で
あ
る
。

回
想
で
は
と
し
子
の
姿
が
「
あ
り
あ
り
」
と
浮
ん
で
お
り
、

「
空
想
傾
向
」
の
特
徴
と
一
致
す
る
。
こ
の
作
家
の
「
空
想

傾
向
」
は
作
品
に
て
異
世
界
を
近
く
に
感
じ
る
要
因
の
一
つ

と
考
え
ら
れ
る
。

作
品
内
に
お
け
る
現
実
世
界
か
ら
異
世
界
へ
の
移
行
と
異

世
界
か
ら
の
帰
還
の
機
序
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
あ
る
特
徴
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

現
実
世
界
へ
の
帰
還
の
際
に
は
、「
チ
ュ
ウ
リ
ッ
プ
の

幻
術
」
の
よ
う
に
鋭
利
な
も
の
に
よ
る
痛
み
を
伴
う
も
の
、

「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
の
よ
う
に
異
世
界
の
生
物
と
の
齟

齬
が
発
生
す
る
も
の
、「
山
男
の
四
月
」
の
よ
う
に
恐
怖
を

伴
う
も
の
、
な
ど
様
々
な
現
象
が
見
ら
れ
る
。

本
論
で
注
目
し
た
い
の
は
、
現
実
世
界
へ
の
帰
還
の
際
の

特
徴
的
な
匂
い
で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
作
品
に
お
け
る
匂
い
が

特
徴
的
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け

る
「
幻
嗅
」
を
例
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
た
だ
し
「
銀

河
鉄
道
の
夜
」
を
軸
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
ら

な
る
考
察
の
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

匂
い
は
、
感
情
や
情
動
を
司
る
辺
縁
系
に
直
接
入
力
さ
れ

る
た
め
、「
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
記
憶
や
情
動
や
感
情

を
制
御
し
て
し
ま
う
」
も
の
で
あ
り
、
目
で
見
た
り
耳
で
聞

い
た
り
し
た
も
の
と
比
し
て
「
嗅
覚
感
覚
を
通
し
た
記
憶
の

呼
び
覚
ま
し
は
、
よ
り
正
確
で
迅
速
な
の
で
あ
る）

（1
（

。」
と
さ

れ
る
。

宮
沢
賢
治
作
品
に
お
い
て
は
、
月
の
あ
か
り
を
匂
い
で
表

現
す
る
な
ど
、
色
や
光
を
匂
い
に
置
換
し
て
表
現
す
る
「
共

感
覚
」
と
も
み
ら
れ
る
表
現
が
多
く
描
か
れ
る
。

『
春
と
修
羅
』
第
一
集
「
青
森
挽
歌
」
で
は
、「
巻
積
雲
の

は
ら
わ
た
ま
で
／
月
の
あ
か
り
は
し
み
わ
た
り
／
そ
れ
は
あ

や
し
い
蛍
光
板
に
な
つ
て
／
い
よ
い
よ
あ
や
し
い
苹
果
の
匂

を
発
散
し
」
と
し
て
、
月
光
を
林
檎
の
匂
と
関
連
付
け
て
表

現
し
て
い
る
。

さ
ら
に
匂
い
は
単
に
光
や
色
を
示
す
も
の
だ
け
で
は
な
く
、

仏
教
的
な
兆
し
と
し
て
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、『
春
と
修
羅
』
第
一
集
の
「
無
声
慟
哭
」
で
は
、
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病
床
の
匂
い
を
気
に
す
る
ト
シ
子
に
、
詩
人
は
「
か
へ
つ
て

こ
こ
は
な
つ
の
の
は
ら
の
／
ち
い
さ
な
白
い
花
の
匂
で
い
つ

ぱ
い
だ
か
ら
」
と
述
べ
と
し
子
の
来
世
が
良
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
青
森
挽
歌
」
で
は
ト
シ
子
が
死
に
ゆ

く
中
で
見
た
で
あ
ろ
う
夢
幻
に
関
し
て
「
つ
ぎ
の
せ
か
い
へ

つ
ゞ
く
た
め
／
明
る
い
い
ゝ
匂
の
す
る
も
の
だ
つ
た
こ
と
を

／
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
ら
な
い
」
と
し
て
良
い
匂
い
が

よ
り
良
い
次
の
世
界
に
続
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
同

じ
詩
で
は
「
亜
硫
酸
や
笑
気
の
に
ほ
ひ
」
と
あ
り
、
暗
く
悪

い
世
界
を
暗
示
し
て
い
る
。

こ
の
匂
い
を
仏
教
的
に
考
え
れ
ば
、
悪
い
匂
い
は
人
間
界

か
ら
下
降
す
る
方
向
で
あ
り
、
良
い
匂
い
は
上
昇
す
る
方
向

で
あ
る
。
宮
沢
賢
治
が
読
ん
だ
『
漢
和
對
照
妙
法
蓮
華
経
』

に
お
い
て
も
、
こ
の
経
を
享
受
す
る
者
は
、「
三
千
大
千
世

界
の
、
上
下
、
内
外
の
種
種
の
諸
の
香
を
聞
が
ん）

11
（

。」
と
し

て
、
す
べ
て
の
世
界
の
香
り
を
認
知
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

と
い
う
記
述
が
あ
る

以
上
よ
り
、
賢
治
作
品
に
お
い
て
は
「
空
想
傾
向
」
と
類

似
す
る
表
現
が
あ
る
こ
と
、「
共
感
覚
」
と
も
、
仏
教
的
来

世
観
と
も
解
さ
れ
る
匂
い
の
表
現
が
あ
り
、
さ
ら
に
異
世
界

と
匂
い
の
関
係
は
、
詩
人
／
登
場
人
物
が
読
み
解
け
よ
う
が

読
み
解
け
ま
い
が
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
異
世
界
か
ら
の
離
脱
の
際
に
起
こ
る
匂
い
に
注
目

し
て
、
現
実
世
界
へ
の
帰
還
の
機
序
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
宮
沢
賢
治
作
品
に
お
い
て

は
、「
詩
人
の
目
」
に
よ
っ
て
、
異
世
界
と
主
体
的
に
関
わ

り
、
主
体
的
に
異
世
界
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
自

体
が
変
容
す
る
と
い
う
能
動
的
な
異
世
界
の
様
態
が
描
か
れ
、

そ
こ
に
匂
い
が
記
し
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

（
二
）
異
世
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
「
く
ろ
も
じ
」

異
世
界
か
ら
現
実
世
界
に
帰
還
す
る
機
序
に
関
し
て
、
特

に
匂
い
に
関
係
の
あ
る
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」「〔
税
務
署
長

の
冒
険
〕」
の
二
作
品
を
挙
げ
る
。

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
に
お
い
て
は
、
小
十
郎
が
熊
の
親

子
の
熊
の
会
話
を
聞
い
て
し
ま
う
シ
ー
ン
が
あ
る
。
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「
お
か
あ
さ
ま
は
わ
か
っ
た
よ
、
あ
れ
ね
え
、
ひ
き
ざ

く
ら
の
花
。」「
な
ぁ
ん
だ
、
ひ
き
ざ
く
ら
の
花
だ
い
。

僕
知
っ
て
る
よ
。」「
い
ゝ
え
、
お
前
ま
だ
見
た
こ
と
あ

り
ま
せ
ん
。」「
知
っ
て
る
よ
、
僕
こ
の
前
と
っ
て
来

た
も
の
。」「
い
ゝ
え
、
あ
れ
ひ
き
ざ
く
ら
で
あ
り
ま
せ

ん
、
お
前
と
っ
て
来
た
の
き
さ
ゝ
げ
の
花
で
せ
う
。」

「
さ
う
だ
ろ
う
か
。」
子
熊
は
と
ぼ
け
〔
た
〕
や
う
に
答

へ
ま
し
た
。
小
十
郎
は
な
ぜ
か
も
う
胸
が
い
っ
ぱ
い
に

な
っ
て
も
う
一
ぺ
ん
向
ふ
の
谷
の
白
い
雪
の
や
う
な
花

と
余
念
な
く
月
光
を
あ
び
て
立
っ
て
ゐ
る
母
子
の
熊
を

ち
ら
っ
と
見
て
そ
れ
か
ら
音
を
た
て
な
い
や
う
に
こ
っ

そ
り
こ
っ
そ
り
戻
り
は
じ
め
た
。
風
が
あ
っ
ち
へ
行
く

な
行
く
な
と
思
ひ
な
が
ら
そ
ろ
そ
ろ
と
小
十
郎
は
後
退

り
し
た
。
く
ろ
も
ぢ
の
木
の
匂
が
月
の
あ
か
り
と
い
っ

し
ょ
に
す
う
っ
と
さ
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
月
の
あ
か
り
と
と
も
に
、
熊
の
親
子
の

会
話
を
聞
き
、
静
か
に
身
を
引
い
た
小
十
郎
に
「
く
ろ
も

じ
」
が
匂
う
。「
く
ろ
も
じ
」
は
良
い
匂
い
の
す
る
樹
木
で

あ
り
、
こ
れ
は
、
小
十
郎
が
良
い
幻
想
世
界
に
い
た
こ
と
を

示
す
根
拠
と
な
ろ
う
。
こ
の
体
験
の
後
、
小
十
郎
は
よ
り
熊

の
世
界
に
接
近
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
異
世
界
に
よ
っ
て

小
十
郎
の
主
体
自
体
に
変
容
が
あ
っ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
に

「
く
ろ
も
じ
」
の
匂
い
も
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「〔
税
務
署
長
の
冒
険
〕」
終
結
部
で
は
、
中
央
か
ら
イ
ー

ハ
ト
ー
ブ
に
赴
任
し
た
で
あ
ろ
う
エ
リ
ー
ト
の
税
務
署
長
が
、

村
人
の
密
造
酒
工
場
に
突
入
し
暴
行
さ
れ
、
名
誉
村
長
ら
に

監
禁
さ
れ
る
も
救
出
さ
れ
る
。

「
お
変
り
な
く
て
結
構
で
す
。
い
や
本
署
で
も
大
へ
ん

心
配
い
た
し
ま
し
た
。
お
い
。
み
ん
な
外
へ
引
っ
ぱ

れ
。」

そ
し
て
も
う
ぞ
ろ
ぞ
ろ
み
ん
な
は
イ
ー
ハ
ト
ヴ
密
造
会

社
の
工
場
を
出
た
の
だ
。
五
分
の
の
ち
こ
の
変
な
行
列

が
あ
の
番
所
の
少
し
向
ふ
を
通
っ
て
ゐ
た
。

署
長
は
名
〔
誉
〕
村
長
と
な
ら
ん
で
歩
い
て
ゐ
た
。

「
今
日
は
何
日
だ
。」
署
長
は
ふ
っ
と
う
し
ろ
を
向
い
て

シ
ラ
ト
リ
属
に
き
い
た
。「
五
日
で
す
。」「
あ
ゝ
も
う
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あ
の
日
か
ら
四
日
た
っ
て
ゐ
る
な
あ
。
ち
ょ
っ
と
の
間

に
木
の
芽
が
大
き
く
な
っ
た
。」

署
長
は
そ
ら
を
見
あ
げ
た
。
春
ら
し
い
し
め
っ
た
白
い

雲
が
丘
の
山
か
ら
ぼ
お
っ
と
出
て
く
ろ
も
じ
の
に
ほ
ひ

が
風
に
ふ
う
っ
と
漂
っ
て
来
た
。

「
あ
ゝ
い
ゝ
匂
だ
な
。」
署
長
が
云
っ
た
。

「
い
ゝ
匂
で
す
な
。」
名
〔
誉
〕
村
長
が
云
っ
た
。

こ
こ
で
は
、「
く
ろ
も
じ
」
の
匂
い
は
、
名
誉
村
長
と
中

央
出
身
の
税
務
署
長
の
世
界
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
探
偵
を
行
い
、
村
民
の
生
活
感
情
を
体
験

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
税
務
署
長
に
中
央
と
地
方
の
二
重

の
心
情
が
生
ま
れ
、
主
体
が
変
容
し
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
異
世
界
か
ら
の
帰
還
の
際
、「
く
ろ
も

じ
」
の
匂
い
が
異
世
界
と
登
場
人
物
が
交
わ
っ
た
記
し
と
し

て
流
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
詩
人
の
目

「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
語
り
手
は
小
十
郎
に
よ
り
そ
い
、

彼
の
心
情
の
揺
れ
を
細
か
く
描
写
し
て
い
く
。
と
と
も
に
熊

の
親
子
に
も
接
近
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
異
世
界
を
俯
瞰
し

て
眺
め
る
こ
と
が
出
来
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
、
あ
る
程
度
、

異
世
界
を
統
制
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
登
場
人
物
の

視
点
と
、
そ
の
世
界
を
眺
め
る
詩
人
・
作
家
の
視
点
と
い
う

入
れ
子
型
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

こ
れ
は
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
世
界
を
冷
徹
に
見
つ
め
る

「
詩
人
の
目
」
が
存
在
す
る
と
い
え
よ
う）

1（
（

。

こ
の
「
詩
人
の
目
」
は
、
作
家
論
的
に
考
え
る
と
ど
う
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

柴
山
雅
俊
は
賢
治
作
品
に
は
、
体
外
離
脱
体
験
や
離
人
症

的
症
状
、
表
象
幻
視
、
幻
視
な
ど
多
く
の
解
離
の
兆
候
を
読

み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
な
が
ら
も
、
宮
沢
賢
治
に
は
明

か
な
病
的
要
素
は
み
ら
れ
な
い
と
し
、
さ
ら
に
な
ぜ
兆
候
が

あ
り
な
が
ら
も
精
神
的
に
不
安
定
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
、「
周
囲
の
人
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
、
知
能
や

創
造
性
に
溢
れ
て
い
た
こ
と
、
強
い
意
志
を
持
っ
て
い
た
こ

と
な
ど
が
関
係
し
て
い
た
で
あ
ろ
う）

11
（

」
と
述
べ
る
。
そ
の
上

で
、「
青
森
挽
歌
」
の
詩
句
を
引
用
し
な
が
ら
、「
時
間
的
に
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も
空
間
的
に
も
広
大
な
視
点
を
も
つ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
そ
れ
を

あ
り
あ
り
と
体
に
感
じ
る
素
質
を
賢
治
は
持
っ
て
い
た
だ
ろ

う）
11
（

」
と
す
る
。
こ
の
創
造
性
と
強
い
意
志
に
関
し
て
は
、
次

の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
。

い
ろ
い
ろ
な
暗
い
思
想
を
太
陽
の
下
で
み
ん
な
汗
と

い
っ
し
よ
に
昇
華
さ
し
た
そ
の
あ
と
の
あ
ん
な
楽
し
さ

は
わ
た
く
し
も
ま
た
知
っ
て
ゐ
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
楽

し
く
正
し
く
進
ま
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
苦
痛
を
亨マ
マ

楽
で
き
る
人
は
ほ
ん
た
う
の
詩
人
で
す
。
も
し
風
や
光

の
な
か
に
自
分
を
忘
れ
世
界
が
じ
ぶ
ん
の
庭
に
な
り
、 

あ
る
い
は
惚
と
し
て
銀
河
系
全
体
を
ひ
と
り
の
じ
ぶ
ん

だ
と
感
ず
る
と
き
は
た
の
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。 （
一
九
二
五
年
九
月
二
一
日　

宮
沢
清
六
宛
封
書
）

世
界
の
中
に
溶
け
る
と
同
時
に
、
世
界
が
自
分
の
「
庭
」

と
な
る
感
覚
は
、
そ
の
世
界
を
観
察
し
、
操
作
す
る
、「
詩

人
の
目
」
と
言
え
よ
う
。

宮
沢
賢
治
作
品
で
は
異
世
界
が
現
実
世
界
に
非
常
に
近
い

所
に
あ
る
。
異
世
界
に
入
る
こ
と
で
主
体
性
に
変
容
が
お
こ

り
帰
還
の
機
序
に
は
匂
い
が
関
わ
る
。
そ
し
て
異
世
界
と
の

往
還
を
冷
徹
に
見
つ
め
る
「
詩
人
の
眼
」
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

宮
沢
賢
治
作
品
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
心
理
学
、
精
神
医
学

的
視
点
か
ら
幾
つ
か
の
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
が
行
わ
れ
て
き
た
。

本
論
文
に
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
解
離
の
視
点
か
ら
「
主

体
と
知
覚
の
変
容
」
に
着
目
し
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
分
析

し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
短
歌
、
詩
、
童
話
と
い
う
宮
沢
賢

治
作
品
全
体
を
分
析
対
象
と
し
得
た
点
も
、
特
徴
の
一
つ
と

数
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う）

11
（

。
解
離
の
視
点
か
ら
の

研
究
は
、
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
作
家
の
一
側
面
を
照
ら
し
出
す
に

と
ど
ま
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
、
さ
ら
に
研
究
を
継
続
さ
せ

て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
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注（
１
）
文
教
大
学
文
学
部
、
お
も
に
第
二
章
を
担
当
。

（
２
）
医
療
法
人 

髙
木
神
経
科
医
院
、
お
も
に
序
章
、
第
一

章
を
担
当
。

（
３
）
文
教
大
学
教
育
学
部
、
お
も
に
第
三
章
を
担
当
。

（
４
）
岩
波
茂
雄
あ
て
書
簡
214
ａ
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』

第
一
五
巻

（
５
）
柴
山
雅
俊
『
解
離
性
障
害
─
「
後
ろ
に
誰
か
い
る
」

の
精
神
病
理
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）

（
６
）
岡
田
斉
、
松
岡
和
生
、
轟
知
佳
「
質
問
紙
に
よ
る
空
想

傾
向
の
測
定　

Creative Experience Q
uestionnare

日
本
語
版
（CEQ

-J

）
の
作
成
」（『
人
間
科
学
研
究
』

第
26
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
一
五
三
～
一
六
一
頁
）

（
７
）『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集 

第
一
巻
』「
凡
例
」（
筑
摩
書

房
、
一
九
七
三
年
五
月
）

（
８
）
佐
藤
通
雅
『
賢
治
短
歌
へ
』（
洋
々
社
、
二
〇
〇
七
年

五
月
）

（
９
）
佐
佐
木
幸
綱
『
作
歌
の
現
場
』（
角
川
書
店
、

一
九
八
二
年
七
月
）

（
10
）
ア
メ
リ
カ
精
神
医
学
会
編
、
高
橋
三
郎
他
訳
『
Ｄ

Ｓ
Ｍ
‐
５ 

精
神
疾
患
の
診
断
・
統
計
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

（
医
学
書
院
、
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
11
）
浜
垣
誠
司
「
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
現
れ
る
超
常
体
験

の
精
神
医
学
的
検
討

─
「
解
離
」
と
し
て
の
理
解
」

（『
宮
沢
賢
治
研
究A

nnual

』V
ol.29

、
二
〇
一
九
年

三
月
）

（
12
）
宮
城
一
男
著
『
宮
澤
賢
治
と
自
然
』（
玉
川
大
学
出
版

部
、
一
九
八
三
年
）

（
13
）
細
田
喜
吉
著　

鈴
木
健
司
・
照
井
一
明
編
『
石
で
読

み
解
く
宮
沢
賢
治
』（
蒼
丘
書
林
、
二
〇
〇
八
年
）

（
14
）
浜
垣
誠
司
ブ
ロ
グ
「
宮
澤
賢
治
の
詩
の
世
界
（m

ental 
sketches hyperlinked

）」

http://w
w

w
.ihatov.cc/blog/archives/2019/09/  

（
15
）
本
論
で
扱
う
異
世
界
は
、
日
常
・
自
己
に
対
し
て
非

日
常
・
他
者
と
し
て
の
存
在
。
日
常
・
自
己
と
非
日

常
・
他
者
と
の
境
界
領
域
で
物
語
が
発
生
す
る
の
が

宮
沢
賢
治
作
品
の
特
徴
で
も
あ
る
。

（
16
）
松
岡
和
生
「
空
想
傾
性
（Fantasy Proneness

）
の

宮沢賢治作品と解離
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ポ
ジ
テ
ィ
ブ
機
能
」『
現
代
の
エ
ス
プ
リ
』
五
一
二
号
、

至
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
三
月　

参
照
）

（
17
）
佐
藤
隆
房
『
宮
沢
賢
治
―
素
顔
の
わ
が
友　

最
新
版
』

（
富
山
房
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
一
一
二
頁
）

（
18
）
石
井
竹
夫
「
宮
沢
賢
治
の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
登

場
す
る
幻
の
匂
い
」（
前
編
・
後
篇
）（『
人
間
・
植

物
関
係
学
会
雑
誌
』vol.12.N

o.2

、
人
間
・
植
物
関

係
学
会
、
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
19
）
東
原
和
成
「
生
物
が
に
お
い
を
識
別
す
る
仕
組
み
」

『
化
学
と
生
物
』vol.41.N
o.3
、
公
益
社
団
法
人 

日

本
農
芸
化
学
会
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
一
五
三
頁
）

（
20
）
島
地
大
等
「
法
師
功
徳
品
第
一
九
」（『
漢
和
對
照
妙

法
蓮
華
経
』
明
治
書
院
、
大
正
九
年
六
月
（
一
七
版
）、

四
七
二
頁
）

（
21
）
目
に
関
し
て
は
様
々
な
論
が
あ
る
。
例
え
ば
押
野
武

志
は
詩
人
の
視
線
に
触
れ
「
こ
の
よ
う
な
視
線
の
分

裂
が
詩
を
成
立
さ
せ
る
」
と
述
べ
る
。（「
宮
沢
賢
治

の
〈
眼
〉
に
つ
い
て
」『
宮
沢
賢
治
研
究A

nnual

』

V
ol.6

、
宮
沢
賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
六
年
三
月
、
二
四
六
頁
）

（
22
）
注
５
同
書
、
一
八
六
頁

（
23
）
注
５
同
書
、
一
八
七
頁

（
24
）
本
論
文
に
お
い
て
詩
に
関
す
る
分
析
は
部
分
的
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
浜
垣
誠
司
に
よ
り
、
注

11
、
注
14
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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宮沢賢治作品と解離
―主体と知覚の変容に着目して―

鈴木　健司・浜垣　誠司・大島　丈志

The Works of Miyazawa Kenji and Dissociation:
Focusing on the Alteration of Subject and Perception

Kenji Suzuki, Seiji Hamagaki, Takeshi Oshima

The works of Miyazawa Kenji can be understood and analyzed 

through various research methods and approaches. This paper is an 

attempt to examine his works from the perspective of dissociation, 

a psychiatric concept. We analyzed his poems, tankas and fairy-tales 

focusing particularly on the ‘alteration of self and perception’ due to 

dissociation, such as partial possession and absorption.


