
は
じ
め
に

「
処
女
懐
胎
」
は
、
石
川
淳
が
一
九
四
七
年
九
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
文

芸
雑
誌
『
人
間
』
に
連
載
し
た
作
品
で
あ
る
。
題
名
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に

『
聖
書
』
に
取
材
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。『
聖
書
』
に
基
づ
く

石
川
淳
の
作
品
系
列
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
他
に
「
焼
跡
の
イ
エ
ス
」

（『
新
潮
』
一
九
四
六
・
一
〇
）、「
か
よ
ひ
小
町
」（『
中
央
公
論
』
一
九
四
七
・

一
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
本
作
は
「
一
つ
の
頂
点
を
成
す
」

も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
本
作
と
『
聖
書
』
の
関
わ
り
は
、
無
視
で

き
な
い
要
素
と
し
て
こ
れ
ま
で
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

た
と
え
ば
、
佐
々
木
基
一
「『
処
女
懐
胎
』
そ
の
他
」
を
始
め
と
し
、
井
沢

義
雄
「
処
女
懐
胎
」
や
野
口
武
彦
「
見
立
て
創
世
紀
の
世
界
」
で
指
摘
さ
れ
る

と
お
り
、「
処
女
懐
胎
」
の
主
人
公
貞
子
が
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
重
ね
て
描
か
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れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
処
女
懐
胎
」
と
い
う
題
名
に
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
他
に
も
『
聖
書
』
か
ら
の
引
用
文
、
モ
チ
ー
フ
の
借
用
や
登
場
人
物

の
会
話
に
よ
っ
て
『
聖
書
』
が
直
接
的
に
導
入
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
確
認
で
き

る
。
そ
し
て
、
こ
の
主
人
公
は
清
ら
か
な
処
女
と
し
て
、
つ
ま
り
「
聖
母
」
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
人
公
は
一
概
に
聖
母
的
な
側
面
を
備
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

本
稿
で
は
、
主
人
公
貞
子
が
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る

の
か
を
紐
解
い
た
う
え
で
、
貞
子
の
新
た
な
側
面
を
検
証
し
た
い
。

一

貞
子
の
造
形

ま
ず
、
本
文
異
同
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
初
出
誌
『
人
間
』
と
初
刊
本

『
処
女
懐
胎
』、
そ
し
て
石
川
淳
の
生
存
中
に
刊
行
さ
れ
た
『
石
川
淳
全
集
』
第

二
巻
と
の
間
に
は
、
数
カ
所
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
な
か
で
も
重
要
と
思
わ
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れ
る
異
同
は
、
主
人
公
貞
子
の
自
称
で
あ
る
。
初
出
誌
お
よ
び
初
刊
本
で
は
、

す
べ
て
貞
子
は
「
あ
た
し
」
と
称
し
て
い
る
。
し
か
し
『
全
集
』
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
が
す
べ
て
「
わ
た
く
し
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
『
全
集
』
は
初
刊
本
『
処
女
懐
胎
』
を
底
本
と
し
、
さ
ら
に
作
者
に
よ
っ
て

表
記
表
現
に
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
貞
子
の
自
称
に
関

わ
る
変
更
は
こ
の
時
点
で
行
わ
れ
た
。

石
川
淳
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
貞
子
は
「
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
、
こ
れ

か
ら
ど
う
な
る
と
い
ふ
予
想
な
し
」
に
書
き
始
め
ら
れ
た
た
め
、
初
出
誌
に
お

い
て
は
性
格
設
定
の
確
定
が
充
分
に
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
貞
子
が
姉
の
福
子
を
、
初
出
誌
に
お
い
て
は
「
ね
え
さ
ん
」
と
呼

び
、
初
刊
本
に
お
い
て
は
「
お
ね
え
さ
ま
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え

る
。い

ず
れ
に
せ
よ
『
全
集
』
に
見
ら
れ
る
「
わ
た
く
し
」
の
自
称
は
、
一
見
す

る
と
、
い
か
に
も
貞
子
が
改
ま
っ
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を

与
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
異
同
は
、
あ
た
か
も
貞
子
の
聖
な
る
性
質
を
表
現
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
貞
子
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
必
ず
し
も
そ
う
い
っ
た
性
質
を
備
え

合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
あ
え
て
貞
子
の
自
称
を

「
あ
た
し
」
か
ら
「
わ
た
く
し
」
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
際
に
描
か
れ

て
い
る
聖
な
る
女
性
と
は
言
い
難
い
貞
子
像
と
は
異
な
り
、
そ
こ
か
ら
反
転
さ

せ
ら
れ
た
女
性
で
あ
る
貞
子
像
を
表
現
し
た
と
い
え
る
。

次
に
、
主
人
公
の
「
貞
子
」
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
貞
子
は
、

こ
の
名
前
か
ら
連
想
で
き
る
人
物
像
か
ら
は
か
け
離
れ
た
存
在
と
い
え
よ
う
。

貞
子
が
父
、
姉
、
ピ
ア
ノ
の
師
匠
ら
と
接
す
る
態
度
か
ら
は
、「
貞
」
淑
や

「
貞
」
操
と
い
っ
た
性
質
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
。
む
し
ろ
作
品

冒
頭
の
場
面
に
お
い
て
は
「
芸
者
」
と
い
う
印
象
す
ら
受
け
る
ほ
ど
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
「
夫
は
こ
れ
も
い
く
さ
押
し
つ
ま
つ
て
樺
太
に
お
く
ら
れ
て
、

そ
の
後
ど
う
な
つ
た
の
か
い
ま
だ
に
消
息
知
れ
ず
」（
一
）
に
い
る
姉
の
「
福

子
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。「
利
平
」
に
つ
い
て
も
、
確
か
に
「
今

で
こ
そ
貿
易
商
浪
越
商
店
の
社
長
」（
一
）
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
混

乱
の
中
で
、
特
に
主
な
取
引
先
で
あ
る
中
国
と
の
貿
易
が
再
開
さ
れ
る
見
通
し

も
立
た
ず
、「
店
も
す
こ
し
詰
ま
つ
て
来
た
」（
五
）
状
況
に
あ
る
こ
の
父
親
も

ま
た
、
も
は
や
「
利
益
」
な
ど
の
言
葉
と
縁
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
（
傍
点
引

用
者
）。「
浪
越
」
の
姓
も
、
利
平
の
名
と
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は
、
各
々
の
性
格
や
境
遇
と
は
相
反
す
る
意

味
の
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
の
名
前
と
そ
の
実
際
の

像
と
は
反
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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二
『
聖
書
』
と
の
関
係

浪
越
貞
子
と
『
聖
書
』
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。「
処
女
懐
胎
」
に
は

多
く
の
『
聖
書
』
の
要
素
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
ず
「
処
女
懐
胎
」
と
い

う
題
名
そ
の
も
の
が
、
処
女
マ
リ
ア
の
受
胎
と
い
う
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音

書
」
お
よ
び
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
の
内
容
を
想
像
さ
せ
る
。

作
品
の
内
容
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
貞
子
が
「
都
賀
伝
吉
に
い
ど
ま
れ
」、

ま
た
「
大
江
徳
雄
に
お
そ
わ
れ
」
た
日
（
貞
子
の
言
葉
で
「
白
昼
に
物
の
怪
に

お
そ
は
れ
た
よ
う
な
一
日
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
）
の
夜
に
は
、「
黙
示
録
の

ケ
モ
ノ
」（
三
）
を
夢
に
見
る
。「
黙
示
録
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
聖
書
』

の
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
を
示
し
て
い
る
。
貞
子
は
そ
の
ま
ま
「
日
は
闇
に
月

は
血
に
変
わ
ら
ん
」
と
い
う
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
中
の
「
こ
と
ば
」
を
思
い
浮
か

べ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
貞
子
は
「
そ
の
こ
と
ば
は
聖
書
の
ど
こ
か
に
あ

つ
た
。
祝
福
の
こ
と
ば
で
あ
つ
た
か
、
呪
詛
の
こ
と
ば
で
あ
つ
た
か
、
は
つ
き

り
お
ぼ
え
て
ゐ
な
い
。」（
三
）
の
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
こ
と
ば
」

は
お
そ
ら
く
『
聖
書
』
中
の
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
六
章
一
二
節
か
ら
一
三

節
、「
第
六
の
封
印
を
解
き
た
ま
い
し
と
き
、
我
見
し
に
、
大
い
な
る
地
震
あ

り
て
、
日
は
荒
き
毛
布
の
ご
と
く
黒
く
、
月
は
全
面
血
の
ご
と
く
な
り
」
に
該

当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
日
の
昼
に
、
母
親
の
形
見
の
品
で
あ
る
「
プ
ラ
チ
ナ
の
台
に
大
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き
な
真
珠
を
は
め
た
」（
三
）
指
輪
が
こ
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
貞
子

は
、
父
親
に
も
ら
い
受
け
た

の
文
字
が
象
篏
さ
れ
た
聖
餅
箱
に
指
輪
を

し
ま
い
こ
む
。
こ
の

と
は
「
人
間
の
救
主
イ
エ
ス
」
の
意
味
で
あ
る
。

作
品
の
な
か
で
も
特
に
『
聖
書
』
と
の
関
係
が
強
い
の
は
、
以
下
に
引
用
す

る
場
面
で
あ
ろ
う
。

ま
た
す
こ
し
行
く
と
、
み
た
び
、「
あ
な
た
は
世
の
中
の
た
れ
に
も
ま
さ

つ
て
、
わ
た
く
し
を
愛
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
。」

「
あ
な
た
が
御
承
知
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ぼ
く
が
あ
な
た
を
愛
し

て
い
る
こ
と
は
、
あ
な
た
が
よ
く
御
承
知
で
す
。」

「

」

今
度
こ
そ
、
ほ
の
か
で
は
あ
つ
て
も
、
徳
雄
は
そ
の
こ
と
ば
を
聴
き
と
つ

た
や
う
に
お
も
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
と
い
ふ
こ
と
ば
で
あ
つ
た
ろ

う
。
そ
れ
を
心
ひ
そ
か
に
く
り
か
へ
す
こ
と
は
畏
ろ
し
く
、
も
う
一
度
口

に
出
し
て
聴
き
直
す
こ
と
は
さ
ら
に
畏
ろ
し
か
つ
た
。
と
も
あ
れ
、
耳
に

仄
か
に
聴
い
た
と
お
も
つ
た
そ
の
こ
と
ば
は
「
わ
が
羔
羊
を
や
し
な
へ
」

と
ひ
び
い
た
。
ぞ
つ
と
し
た
。
ふ
か
い
懼
れ
で
あ
る
。
人
間
の
か
り
そ
め

に
口
に
す
べ
か
ら
ざ
る
此
世
な
ら
ぬ
こ
と
ば
で
あ
つ
た
。
た
ち
ま
ち
、
こ

の
林
の
中
は
聖
書
の
世
界
の
中
に
割
り
つ
け
ら
れ
た
や
う
で
あ
つ
た
。

（
六
）

こ
れ
は
、
五
月
は
じ
め
の
あ
る
日
、
貞
子
の
妊
娠
を
知
っ
た
直
後
の
徳
雄
が
、



偶
然
会
っ
た
貞
子
に
話
し
か
け
る
最
終
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
も
お
い
て

も
、『
聖
書
』
の
内
容
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
会
話

の
内
容
及
び
そ
れ
を
全
く
同
じ
よ
う
に
三
度
繰
り
返
す
こ
と
が
、「
ヨ
ハ
ネ
に

よ
る
福
音
書
」
第
二
一
章
一
五
節
か
ら
一
七
節
に
お
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

と
シ
モ
ン
・
ペ
ト
ロ
の
会
話
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
先
行
研

究
が
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
貞
子
と
徳
雄
の
こ
の
会
話
は
イ
エ
ス
と
ペ
ト

ロ
の
会
話
と
酷
似
し
て
お
り
、「
わ
が
羔
羊
を
や
し
な
へ
」
と
い
う
文
句
も
、

疑
い
な
く
『
聖
書
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
杉
浦
晋
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
ま
で
は
マ
リ
ア
と
し
て
見
立
て
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
貞

子
が
、
い
き
な
り
イ
エ
ス
と
し
て
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
貞
子
が
マ
リ
ア
と
イ
エ
ス
両
者
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
処
女
懐
胎
」
に
お
い
て
は
マ
リ
ア
も
イ
エ
ス
も
同
じ
「
聖
な
る
も
の
」
の
象

徴
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
両
者
の
区
別
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
も
の
し

て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、「
処
女
懐
胎
」

は
『
聖
書
』
の
内
容
を
忠
実
に
描
い
た
作
品
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
マ
リ
ア

と
イ
エ
ス
両
者
へ
の
見
立
て
を
同
時
に
存
在
さ
せ
る
と
い
う
矛
盾
は
、
本
作
と

『
聖
書
』
そ
の
も
の
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
の
方
法
と
い
え
よ
う
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
貞
子
は
イ
エ
ス
に
し
ろ
マ
リ
ア
に
し
ろ
、
徳
雄
に

と
っ
て
の
聖
な
る
女
性
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
徳
雄
の
視
点
か
ら
語

ら
れ
て
お
り
、
貞
子
自
身
の
心
情
や
意
見
な
ど
が
ま
っ
た
く
表
出
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
徳
雄
は
、
貞
子
が
日
傘
の
さ
き
で
土
の
上
に
「
い
わ
ば
貞

子
の
知
ら
な
い
う
ち
に
、
ひ
と
り
で
に
う
ご
い
て
行
く
ふ
ぜ
い
で
」
横
文
字
で

と
書
く
仕
草
を
見
る
。
ま
た
、
風
が
吹
き
と
お
っ
た
瞬
間
に
、
先
の
方

に
歩
い
て
い
く
貞
子
の
「
ま
つ
し
ろ
な
よ
そ
ほ
ひ
」
の
う
え
に

の
文
字

が
光
り
出
る
の
を
見
る
。
最
終
的
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
会
話
の
後
、「
わ
が

羔
羊
を
や
し
な
へ
」
の
こ
と
ば
を
「
耳
に
ほ
の
か
に
聴
い
た
」
徳
雄
は
、「
た

ち
ま
ち
、
こ
の
林
の
中
は
聖
書
の
世
界
の
中
に
割
り
つ
け
ら
れ
た
よ
う
」
で
あ

る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
徳
雄
個
人
の
受
け
と
め
方
に
過

ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
他
の
登
場
人
物
か
ら
の
視
点
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
し

た
い
。
そ
し
て
徳
雄
は
、「
御
病
気
は
い
か
が
で
す
か
。」
と
、「
こ
と
ば
の
調

子
が
こ
れ
ま
で
よ
り
も
ず
っ
と
丁
寧
に
な
っ
て
」
お
り
、
そ
の
こ
と
に
「
ほ
と

ん
ど
み
ず
か
ら
気
が
つ
か
な
い
」
様
子
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
徳
雄
が
貞
子
を
聖
な
る
存
在
と
捉
え
て
い
る
根
拠
は
何
な
の
で
あ
ろ

う
か
。「
処
女
懐
胎
」
を
、
観
念
小
説
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
貞
子
は
結
局
、
聖

母
マ
リ
ア
と
し
て
昇
天
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
最
終
場
面
ま
で
の
内
容
に
は
、
幻
想
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
塩
崎
文
雄
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
戦
後
風
俗
を

含
め
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
現
実
的
な
モ
チ
ー
フ
が
、
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
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た
作
品
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
聖
母
」
が
昇
天
し
て
自
分
の
手
の
届

か
な
い
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
に
、
徳
雄
が
貞
子
を
一
方
的
に

「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
こ

の
見
立
て
の
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
貞
子
は
徳
雄
に
と
っ
て
の

み
「
聖
な
る
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
処
女
懐
胎
」
の
以
下
の
箇
所
に
着
目
し
た
い
。

そ
の
む
か
し
切
支
丹
大
名
な
ど
の
も
つ
て
い
た
品
か
、
聖
餅
箱
で
あ
る
。

こ
の
箱
は
か
つ
て
ど
こ
や
ら
の
売
立
に
出
た
の
を
、
父
の
利
平
が
買
つ
て

お
い
た
の
だ
が
、
当
時
す
で
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
通
つ
て
い
た
貞
子

が
も
ら
ひ
受
け
て
、
ず
つ
と
手
も
と
に
と
ど
め
て
ゐ
る
。（
三
）

こ
の
箇
所
か
ら
貞
子
は
、
昔
か
ら
「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
に
通
つ
て
」
い
た
こ

と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
福
子
の
「
あ
た
し
た
ち
と
お
附
合
で
カ
ト
リ
ッ
ク
で

も
い
ら
つ
し
や
る
し
」（
三
）
と
い
う
台
詞
か
ら
も
、
貞
子
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信

者
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
貞
子
に
は
『
聖
書
』
の
内
容
に
つ
い
て

の
確
か
な
知
識
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
先
に
も
述
べ
た
貞
子
が
悪
夢
を
見
る
場
面
に
お
い
て
も
、「
お
そ
ろ

し
い
夢
」
に
出
て
き
た
ケ
モ
ノ
が
「
四
足
で
立
つ
て
、
わ
つ
と
人
間
に
噛
み
つ

く
、
奇
怪
な
形
相
」
で
あ
り
、「
そ
の
上
に
な
に
か
乗
つ
て
い
る
や
つ
が
あ

る
」
こ
と
を
認
め
た
だ
け
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
貞
子
は
「
黙
示
録
の
ケ
モ

ノ
」（
三
）
に
似
て
い
る
と
判
断
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
『
聖
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書
』
に
詳
し
い
貞
子
が
、
徳
雄
の
目
の
前
で
地
面
に

の
文
字
を
書
い
て

見
せ
た
り
、
例
の
イ
エ
ス
と
ペ
ト
ロ
の
問
答
を
再
現
し
て
見
せ
た
り
す
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
行
動
は
、
あ
た
か
も
貞
子
が
無
意
識
の
う
ち
に
行
っ
た
も
の
、
ひ

い
て
は
貞
子
に
イ
エ
ス
が
乗
り
移
っ
て
行
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
貞
子
の
能
動
的
な
行
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
例
の
問
答
は
イ
エ
ス
つ
ま
り
貞
子
側
の
発
言
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
何

よ
り
「
わ
が
羔
羊
を
や
し
な
へ
」（
六
）
と
い
う
台
詞
は
、
貞
子
と
イ
エ
ス
が

結
び
付
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
、
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
台
詞
を
用
い
る
こ
と
こ
そ
、
自
分
に
求
婚
し
て
い
る
徳
雄
に
対
し
て
、
自

ら
を
聖
な
る
存
在
と
し
て
徳
雄
に
認
識
さ
せ
、
結
婚
を
諦
め
さ
せ
る
た
め
に
は

有
効
な
手
段
で
あ
ろ
う
。
こ
の
台
詞
が
イ
エ
ス
の
ペ
ト
ロ
に
言
っ
た
も
の
と
同

じ
で
あ
る
と
知
っ
た
う
え
で
、
貞
子
も
用
い
た
と
す
る
と
、
こ
の
こ
と
は
貞
子

が
「
聖
」
な
る
側
面
を
備
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
貞
子
が
意
図
的
に
『
聖

書
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て
発
言
し
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

他
に
は
「
ね
え
、
発
言
を
ゆ
る
し
て
あ
げ
る
わ
。
メ
ン
タ
ル
・
テ
ス
ト
、
天

皇
制
に
つ
い
て
。
打
倒
派
か
、
支
持
派
か
。
た
つ
た
一
言
。
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
、

そ
れ
だ
け
。
注
釈
は
い
ら
な
い
わ
。」（
二
）
と
徳
雄
に
向
け
た
台
詞
が
あ
る
。

こ
の
「
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
」
は
、
一
九
四
二
年
二
月
一
五
日
に
日
本
軍
が
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
を
占
領
し
た
時
に
、
山
下
奉
文
司
令
官
が
用
い
た
台
詞
を
踏
ま
え
た



も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
、
貞
子
の
発
言
が
現
実
を
リ
ア
ル
に
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
ら
に
、
最
終
場
面
の
貞
子
の
服
装
に
も
注
目
し
た
い
。
貞
子
は
「
羽
二
重

の
や
う
な
ま
つ
し
ろ
な
生
地
の
ツ
ー
ピ
ー
ス
」（
六
）
を
着
て
い
る
。『
聖
書
』

に
お
い
て
も
白
い
服
装
は
、「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
第
九
章
二
節
か
ら
三

節
「
六
日
の
の
ち
、
イ
エ
ス
た
だ
ペ
テ
ロ
、
ヤ
コ
ブ
、
ヨ
ハ
ネ
の
み
を
率
き
つ

れ
、
人
を
避
け
て
高
き
山
に
登
り
た
ま
ふ
。
か
く
て
彼
ら
の
前
に
て
其
の
状
か

は
り
、
其
の
衣
か
が
や
き
て
甚
だ
白
く
な
り
ぬ
、
世
の
晒
布
者
も
為
し
得
ぬ
も

ど
白
し
。」
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
聖
職
者
ひ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
そ
の

も
の
の
象
徴
の
色
で
あ
る
。
貞
子
は
こ
の
と
き
、
前
述
の
壊
れ
た
指
輪
を
入
れ

た
聖
餅
箱
を
小
さ
い
鞄
に
入
れ
て
持
っ
て
い
る
。
指
輪
に
し
て
も
聖
餅
箱
に
し

て
も
、
む
し
ろ
『
聖
書
』
や
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
貞
子
の
心
情
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

こ
の
点
か
ら
も
、
貞
子
が
『
聖
書
』
を
意
識
し
て
い
る
可
能
性
が
窺
わ
れ
、
貞

子
の
行
動
に
お
け
る
計
画
性
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

三

貞
子
の
遁
走

で
は
、
な
ぜ
貞
子
は
こ
の
よ
う
な
遠
回
し
な
行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
作
に
お
い
て
、
貞
子
は
一
貫
し
て
遁
走
し
続
け
て
い
る
。
ま
ず
冒
頭
場
面

で
、
正
月
の
祝
い
の
席
か
ら
貞
子
は
逃
げ
出
す
。
他
に
も
、
都
賀
伝
吉
に
挑
ま

れ
て
逃
げ
、
徳
雄
に
お
そ
わ
れ
て
逃
げ
る
。
上
野
の
美
術
館
か
ら
の
帰
り
道
、

福
子
と
徳
雄
と
一
緒
に
乗
っ
た
満
員
電
車
か
ら
も
逃
げ
出
し
て
途
中
下
車
し
て

し
ま
う
。
最
終
場
面
に
お
い
て
も
徳
雄
の
求
婚
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
貞
子
の
行
動
は
、
な
か
で
も
美
術
館
で
福
子
と
話
し
合
う
場
面
に
お
い

て
特
徴
的
で
あ
る
。
福
子
は
貞
子
に
、『
千
載
集
』
の
源
俊
頼
と
『
後
拾
遺

集
』
の
和
泉
式
部
の
和
歌
を
例
に
と
り
な
が
ら
、「
あ
こ
が
れ
」
は
「
漢
字
で

い
え
ば
憧
憬
と
い
ふ
字
を
宛
て
る
」
も
の
で
あ
り
、「
あ
く
が
れ
」
は
「
な
に

も
憧
憬
す
る
と
か
ぎ
つ
た
わ
け
じ
や
な
い
」（
四
）
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

貞
子
は
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
、「
よ
く
判
つ
た
わ
。
そ
れ
じ
や
、
あ
く
が
れ
は

家
出
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
ち
や
う
や
う
ね
。
家
出
も
い
い
け
ど
、
わ
た
く
し
、

た
だ
の
あ
く
が
れ
の
家
出
よ
り
も
、
や
つ
ぱ
り
あ
こ
が
れ
的
に
家
出
し
た
い

わ
。」
と
言
っ
て
い
る
。
続
い
て
福
子
の
何
に
あ
こ
が
れ
て
い
る
の
か
と
い
う

問
に
対
し
て
「
さ
あ

」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
何
に

あ
こ
が
れ
て
い
る
の
か
貞
子
自
身
に
も
は
っ
き
り
と
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
受

け
止
め
ら
れ
る
。

貞
子
の
兄
は
戦
死
し
て
お
り
、
姉
の
福
子
も
す
で
に
嫁
い
で
い
る
。
前
近
代

的
な
家
父
長
制
度
の
も
と
で
は
、
長
男
は
家
長
の
地
位
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て

い
た
。
そ
の
役
割
を
果
た
す
は
ず
で
あ
っ
た
長
男
の
死
、
長
女
の
嫁
入
り
が
意

味
す
る
の
は
、
浪
越
家
を
存
続
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
役
割
が
貞
子
に
委
ね
ら
れ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
浪
越
家
に
残
さ
れ
た
子
供
は
、
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貞
子
一
人
き
り
と
い
う
状
態
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
利
平
は
「
旧
世
紀
も
ち

こ
し
の
制
度
」
で
あ
る
「
家
の
観
念
」（
一
）
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
止

め
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
貞
子
に
と
っ
て
は
、
父
親
が
こ
の
よ
う
に
考

え
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
自
体
が
、
一
つ

の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
徳
雄
も
「
た
つ
た
一
つ
ち
つ
ぽ
け
な
小

屋
が
立
つ
て
ゐ
て
、
そ
の
小
屋
の
中
に
」
貞
子
が
い
る
こ
と
を
「
ぼ
く
の
夢
」

で
あ
り
、「
そ
の
こ
と
が
ぼ
く
た
ち
の
結
婚
と
い
ふ
か
た
ち
に
な
つ
て
来
る
」

（
一
）
と
語
っ
て
い
る
。
貞
子
は
こ
の
席
か
ら
逃
げ
出
し
、
最
終
場
面
に
お
い

て
も
徳
雄
の
求
婚
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
貞
子
は
「
家
の
観
念
」

に
縛
ら
れ
な
い
自
由
の
身
に
「
あ
こ
が
れ
」
て
い
た
こ
と
に
な
り
、「
家
」
か

ら
の
遁
走
を
は
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。「
処
女
懐
胎
」
に
お

け
る
貞
子
の
遁
走
と
は
、
利
平
や
徳
雄
に
象
徴
さ
れ
る
「
家
」
に
縛
ら
れ
る
こ

と
な
く
生
き
る
と
い
う
目
的
の
た
め
の
手
段
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
浪
越
家
に
お
い
て
は
貞
子
と
福
子
の
母
親
の
存
在
が
希
薄
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
の
母
親
は
一
九
四
七
年
と
い
う
作
品
時
間
に

お
い
て
す
で
に
故
人
で
あ
り
、
作
品
中
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
と
い
え
ば
、
彼
女

の
父
親
の
見
込
ん
だ
利
平
を
婿
に
と
っ
た
こ
と
、「
プ
ラ
チ
ナ
の
台
に
大
き
い

真
珠
を
は
め
た
」（
三
）
指
輪
を
か
つ
て
所
有
し
て
い
た
こ
と
（
そ
し
て
そ
の

指
輪
は
形
見
と
し
て
貞
子
が
譲
り
受
け
て
い
る
）、
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
も
、
前
近
代
的
な
家
父
長
制
家
族
の
特
徴
が
よ
く
表
わ
さ
れ
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て
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る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
最
終
場
面
の
、
貞
子
が
徳
雄
と
言
葉
を
交
わ
し
た
後
に
「
永
遠
に
逃

げ
て
行
つ
て
し
ま
ふ
」（
六
）
舞
台
で
あ
る
八
王
子
に
着
目
し
た
い
。
八
王
子

に
は
、
利
平
が
「
む
か
し
買
つ
て
お
い
た
、
農
園
の
附
い
た
大
き
な
家
」
が
あ

っ
た
。
し
か
し
こ
の
家
は
「
空
襲
中
万
一
の
と
き
の
か
く
れ
が
と
頼
ん
で
ゐ
た

も
の
だ
が
、
と
ん
だ
ま
ち
が
へ
で
、
意
外
な
と
こ
ろ
に
落
ち
た
爆
弾
の
た
め
に

き
れ
い
に
焼
け
て
し
ま
つ
た
」（
一
）
の
で
あ
る
。
利
平
は
こ
こ
に
「
シ
ャ
レ

エ
ふ
う
の
小
屋
」
を
建
築
中
で
あ
り
、「
貞
子
は
八
王
子
の
小
屋
に
ゐ
る
け
し

き
を
、
ふ
つ
と
お
も
つ
て
み
」（
一
）
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
四
月
の
末
の
場
面

に
お
い
て
利
平
は
福
子
に
、
八
王
子
の
家
に
つ
い
て
「
お
も
ひ
の
ほ
か
工
事
が

は
か
ど
つ
て
ゐ
る
」
の
で
、「
貞
子
は
一
足
さ
き
に
八
王
子
に
住
ま
は
せ
よ
う
」

（
五
）
と
言
っ
て
い
る
。

実
際
に
、
八
王
子
は
空
襲
の
被
害
を
受
け
た
場
所
で
あ
る
。
空
襲
で
壊
滅
状

態
に
あ
っ
た
土
地
が
、
復
興
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
八
王

子
は
「
焼
跡
」
に
他
な
ら
な
い
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
焼

跡
」
に
お
い
て
貞
子
が
徳
雄
か
ら
「
永
遠
に
逃
げ
て
行
つ
て
し
ま
ふ
」（
六
）

の
で
あ
る
。
貞
子
が
「
家
」「
家
の
観
念
」
か
ら
逃
げ
出
し
新
し
い
生
活
を
始

め
よ
う
と
す
る
こ
と
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
貞
子
が
形
式
的
な
「
家
」
か
ら
逃
げ
出
す
こ
と
と
対
照
的
に
描
か
れ

て
い
る
存
在
が
、
都
賀
伝
吉
の
同
棲
相
手
の
陽
子
と
、
貞
子
の
姉
の
福
子
で
あ



る
。
伝
吉
と
中
目
黒
で
同
棲
し
て
い
る
頃
の
陽
子
は
、
い
か
に
も
互
い
に
束
縛

し
な
い
関
係
を
築
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
後
に
「
ヤ
ー
ち
ゃ

ん
」（
三
）
と
呼
ば
れ
る
青
年
と
「
正
式
」（
五
）
に
結
婚
式
を
挙
げ
る
の
で
あ

る
。
同
様
に
福
子
に
も
、
徳
雄
と
伝
吉
に
「
正
式
つ
て
な
ん
で
す
か
。
ど
こ
に

出
て
も
、
が
た
り
と
も
い
は
せ
な
い
や
う
な
手
続
の
こ
と
を
い
ふ
の
ぢ
や
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。
正
式
つ
て
、
結
構
な
も
の
で
す
わ
ね
。」（
四
）
と
語
る
よ
う
に
、

形
式
や
正
式
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
二
人
と
対
照

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貞
子
が
「
家
」
か
ら
逃
げ
出
す
と
い
う
行
動
が
、

よ
り
際
立
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、「
処
女
懐
胎
」
の
主
人
公
貞
子
の
造
形
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
貞
子
を
捉
え
、
い
か
に
貞
子
が
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
い

う
慈
母
的
な
性
質
か
ら
か
け
離
れ
た
女
性
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
貞
子
と
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
い
う
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
両
極

端
の
位
置
に
あ
る
二
人
の
女
性
は
、「
処
女
懐
胎
」
中
に
存
在
す
る
数
多
く
の

『
聖
書
』
に
関
係
す
る
事
象
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
結
果
的
に
、

こ
の
よ
う
な
「
聖
母
マ
リ
ア
」
的
で
は
な
い
貞
子
が
「
聖
母
マ
リ
ア
」
と
結
び

付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
見
立
て
ら
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
マ
リ
ア

に
つ
い
て
も
「
聖
母
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
狂
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
聖
母
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
あ
く
ま
で
こ
と
ば
の
上
で
し
か
「
聖
母
」
で
は

な
い
。
マ
リ
ア
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
お
い
て
間
接
的
に
で
は
あ
る
が
、

あ
く
ま
で
「
聖
母
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
『
聖
書
』
に
お
け
る

神
聖
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
処
女
懐
胎
」
は
、
戦
争
が
終
わ
り
新

憲
法
の
施
行
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
と
共
に
生
じ
た
、
家
父
長
制
度
の

崩
壊
に
代
表
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
既
成
制
度
の
崩
壊
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
既
成
制
度
の
崩
壊
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、「
天
皇

の
神
聖
」
の
崩
壊
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
時
代
に
、
あ
え
て

「『
聖
書
』
の
神
聖
」
の
崩
壊
が
モ
デ
ル
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
見
過
ご

す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
あ
え
て
『
聖
書
』
に
着
目
し

て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
石
川
淳
自
身
が
『
聖
書
』
に
言
及
し
て
い
る
随
筆
を

参
照
し
た
い
。「
乱
世
雑
談
」
に
お
い
て
「
わ
れ
わ
れ
が
聖
書
を
読
む
の
は
、

じ
つ
は
自
分
で
再
編
輯
す
る
聖
書
物
語
を
読
ん
で
ゐ
る
や
う
な
も
の
さ
。
聖
書

は
い
い
と
、
判
り
き
つ
た
こ
と
を
い
ふ
。
そ
れ
が
自
分
の
恣
意
の
解
釈
に
感
心

し
て
ゐ
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
判
ら
な
い
は
な
し
だ
よ
。
信
仰
と
い

ふ
や
つ
は
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
つ
よ
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
外
の
風
に
あ
て
る
と

一
片
の
物
語
に
化
け
て
し
ま
ふ
。」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、「
文
学
と
生
活
」

に
お
い
て
は
「
西
洋
で
は
パ
ラ
ダ
イ
ス
と
い
う
観
念
が
あ
っ
て
、
そ
の
実
物
が

石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論

八
八



先
の
ほ
う
で
待
っ
て
い
て
く
れ
る
。
い
や
、
待
た
せ
た
ま
ま
に
は
し
て
お
け
な

い
か
ら
、
そ
れ
を
現
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、

そ
う
す
る
と
パ
ラ
ダ
イ
ス
に
い
く
ま
で
に
何
が
起
こ
る
か
と
い
う
と
、
聖
書
で

い
え
ば
「
黙
示
録
」
の
世
界
で
す
。「
黙
示
録
」
の
世
界
を
現
在
に
呼
び
戻
す

と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
、
先
の
ほ
う
に
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ス
を
実
現
す

る
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
「
黙
示
録
」
の
世
界
を
通
過
し
な
け
れ
ば
い
か
な
い

と
い
う
順
序
に
な
っ
て
く
る
。」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、「
処
女
懐
胎
」
が
連
載
さ
れ
た
『
人
間
』
は
、
一
九
四
六
年
一
月

に
創
刊
さ
れ
た
文
芸
雑
誌
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
六

日
に
出
版
事
業
令
・
同
施
行
規
則
が
廃
止
さ
れ
て
出
版
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る

と
、
堰
を
切
っ
た
よ
う
に
続
々
と
新
た
に
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
、
ま
た
休
刊
し
て

い
た
雑
誌
も
復
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
多
く
は
第
二
次
世

界
大
戦
中
に
は
明
る
み
に
出
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
思
想
を
大
胆
に
取
り
扱
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。『
人
間
』
も
こ
の
よ
う
な
戦
後
に
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
の
一

つ
で
あ
る
。『
人
間
』
に
掲
載
さ
れ
た
他
の
作
品
に
も
、
新
し
い
時
代
の
解
放

感
を
描
い
た
も
の
を
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雑
誌
の

性
格
及
び
出
版
界
の
事
情
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、「
処
女
懐
胎
」
の

内
容
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論

八
九

注

杉
浦
晋
「〈
作
品
研
究
案
内

処
女
懐
胎
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
別
冊
「
無

頼
派
を
読
む
」、
一
九
九
八
・
一
）

佐
々
木
基
一
「『
処
女
懐
胎
』
そ
の
他
」（『
表
現
』
一
巻
四
号
、
一
九
四
八
・

九
）井

沢
義
雄
「
処
女
懐
胎
」（『
石
川
淳
の
小
説
』
所
収
、
一
二
九
頁

一
五
〇
頁
、

一
九
九
二
・
五
・
一
九
、
岩
波
書
店
）

野
口
武
彦
「
見
立
て
創
世
記
の
世
界
」（『
石
川
淳
論
』
所
収
、
二
二
二
頁

二
七

一
頁
、
一
九
六
九
・
二
・
二
〇
、
筑
摩
書
房
）

異
同
は
、
初
出
誌
『
人
間
』、
初
刊
本
『
処
女
懐
胎
』（
一
九
四
八
・
二
・
二
〇
、

角
川
書
店
）、『
石
川
淳
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
六
八
・
五
・
二
五
、
筑
摩
書
房
）
と

の
間
に
多
く
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
こ
の
三
者
の
本
文
異
同
の
調
査
を

行
っ
た
。

『
石
川
淳
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
六
八
・
五
・
二
五
、
筑
摩
書
房
）
を
指
す
。『
石

川
淳
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
八
九
・
六
・
三
〇
、
筑
摩
書
房
）
は
こ
の
本
文
を
踏
襲

し
て
い
る
。

『
石
川
淳
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
八
九
・
六
・
三
〇
、
筑
摩
書
房
）
の
鈴
木
貞
美

に
よ
る
解
題
に
「
昭
和
三
十
六
年
、
筑
摩
書
房
版
十
巻
本
全
集
第
二
巻
に
収
録
の
際
、

表
記
表
現
に
手
入
れ
が
な
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

『
夷
斎
饒
舌
』
所
収
の
「
雑
談
」（『
近
代
文
学
』
四
巻
一
二
号
、
一
九
四
九
・
一

二
、『
石
川
淳
全
集
』
第
一
四
巻
、
五
〇
頁
）

以
下
に
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
。「
追
ひ
か
け
て
出
て
、
う
し
ろ
か
ら
支
え
た
丸

髷
に
結
つ
た
の
が
、
抱
く
や
う
に
し
て
押
し
な
が
ら
、
梯
子
段
の
き
は
ま
で
行
く
と
、

『
ね
え
さ
ん
、
す
み
ま
せ
ん
。』」（
一
）

「
創
作
合
評
」（『
群
像
』
三
巻
三
号
、
一
九
四
八
・
三
）
に
お
い
て
豊
島
与
志
雄

は
「
初
め
読
ん
で
い
た
ら
、
あ
の
若
い
女
は
芸
者
か
と
思
っ
た
。」
と
発
言
し
て
い



る
。
ま
た
、
石
川
淳
自
身
も
「
雑
談
」（
注

）
に
お
い
て
「『
処
女
懐
胎
』
の
は
じ

め
ね
、
あ
れ
は
な
ん
と
な
く
女
を
二
枚
ば
か
り
書
い
て
、
半
年
く
ら
ゐ
放
つ
と
い
た
。

『
人
間
』
か
ら
頼
ま
れ
て
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
あ
と
を
つ
づ
け
た
。
は
じ
め
の
二

枚
は
、
お
嬢
さ
ん
に
も
な
る
が
芸
者
に
も
な
る
や
う
な
も
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
、

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
と
い
ふ
予
想
な
し
で
す
ね
。」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
神
谷
忠
孝
が
「『
処
女
懐
胎
』
論
」（
森
安
理
文
・
本
田

典
国
編
『
石
川
淳
研
究
』
所
収
、
八
三
頁

九
三
頁
、
一
九
九
一
・
一
一
・
三
〇
、

三
弥
井
書
店
）
に
お
い
て
詳
述
し
て
い
る
。

一
度
目
の
文
明
開
化
、
す
な
わ
ち
日
本
の
近
代
化
路
線
を
象
徴
す
る
の
は
、
福

子
と
貞
子
の
父
、
浪
越
利
平
が
貿
易
商
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貿
易
の
相
手

国
は
「
虚
山
」、
す
な
わ
ち
中
国
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
中
国

大
陸
を
基
盤
に
利
益
を
得
た
浪
越
利
平
（
海
を
越
え
て
利
益
を
得
た
と
い
う
意

味
）
は
日
本
の
「
富
国
」
の
象
徴
で
あ
る
。

「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
第
一
章
一
八
節
か
ら
二
〇
節
ま
で
が
そ
の
場
面
を
描

い
て
い
る
。

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
左
の
ご
と
し
。
そ
の
母
マ
リ
ヤ
、
ヨ
セ
フ
と

許
嫁
し
た
る
の
み
に
て
、
い
ま
だ
と
も
に
な
ら
ざ
ら
し
に
、
聖
霊
に
よ
り
て
孕

り
、
そ
の
孕
り
た
る
こ
と
顕
わ
れ
た
り
。（『
新
約
聖
書
』
一
九
四
八
・
一
二
・

一
〇
、
日
本
聖
書
協
会
）

『
新
約
聖
書
』（
一
九
四
八
・
一
二
・
一
〇
、
日
本
聖
書
協
会
）
に
よ
る
。「
処
女

懐
胎
」
本
文
中
の
「
日
は
闇
に
月
は
血
に
変
わ
ら
ん
」（
三
）
と
同
じ
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
『
聖
書
』
は
管
見
の
限
り
で
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、
内
容
の
う
え
で
は
同

じ
箇
所
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
引
用
し
た
。

杉
浦
晋
「
石
川
淳
『
処
女
懐
胎
』
試
論
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
一
九
集
、
一
九
九

四
・
一
一
）

神
谷
忠
孝
の
「『
処
女
懐
胎
』
論
」（
注

）
に
お
い
て
、

の
文
字
の
意
味

は
「
人
間
の
救
主
イ
エ
ス
」
の
他
に
「
こ
の
印
の
も
と
に
汝
勝
た
ん
」（

）
と
「
こ
こ
に
救
い
あ
り
」（

）
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

以
下
が
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
第
二
一
章
一
五
節
か
ら
一
七
節
に
お
け
る
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
シ
モ
ン
・
ペ
ト
ロ
の
会
話
で
あ
る
。

か
く
て
食
し
て
る
の
ち
イ
エ
ス
、
シ
モ
ン
・
ペ
テ
ロ
に
言
い
た
も
う
、「
ヨ
ハ

ネ
の
子
シ
モ
ン
よ
、
汝
こ
の
者
ど
も
に
勝
り
て
我
を
愛
す
る
か
。」
ペ
テ
ロ
言

う
、「
主
よ
、
し
か
り
、
わ
が
汝
を
愛
す
る
こ
と
は
、
汝
知
り
た
も
う
。」
イ
エ

ス
言
い
た
も
う
、「
わ
が
羔
羊
を
養
え
。」
ま
た
二
度
言
い
た
も
う
、「
ヨ
ハ
ネ

の
子
シ
モ
ン
よ
、
我
を
愛
す
る
か
。」
ペ
テ
ロ
言
う
、「
主
よ
、
し
か
り
、
わ
が

汝
を
愛
す
る
こ
と
は
、
汝
知
り
た
も
う
。」
イ
エ
ス
言
い
た
も
う
、「
わ
が
羊
を

牧
え
。」
三
度
言
い
た
も
う
、「
ヨ
ハ
ネ
の
子
シ
モ
ン
よ
、
我
を
愛
す
る
か
。」

ペ
テ
ロ
三
度
「
我
を
愛
す
る
か
」
と
言
い
た
も
う
を
憂
い
て
言
う
、「
主
よ
、

知
り
た
ま
わ
ぬ
と
こ
ろ
な
し
、
わ
が
汝
を
愛
す
る
こ
と
は
、
汝
識
り
た
も

う
。」
イ
エ
ス
言
い
た
も
う
、「
わ
が
羊
を
養
え
。」
か
く
言
い
て
の
ち
彼
に
言

い
た
も
う
、「
我
に
従
え
。」（『
新
約
聖
書
』
一
九
四
八
・
一
二
・
一
〇
、
日
本

聖
書
協
会
）

後
藤
恵
美
子
「
石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論
」（『
日
本
文
学
論
究
』
五
六
冊
、
一
九

九
七
・
三
、
国
学
院
大
学
）、
杉
浦
晋
「
石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
試
論
」（
注

）
な

ど
の
論
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

注

に
同
じ
。
杉
浦
晋
は
そ
の
解
釈
と
し
て
、
貞
子
が
「
肉
に
な
っ
た
こ
と
ば
」

す
な
わ
ち
イ
エ
ス
を
生
み
落
と
し
た
と
み
な
す
、
も
し
く
は
貞
子
の
イ
エ
ス
へ
の
見

立
て
そ
の
も
の
が
貞
子
の
昇
天
を
暗
示
し
て
い
る
と
み
な
す
と
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
佐
々
木
基
一
は
「『
処
女
懐
胎
』
そ
の
他
」（
注

）
に
お
い
て
、「『
処

女
懐
胎
』
に
は
人
間
が
描
か
れ
て
は
い
な
い
。『
白
描
』
と
同
じ
く
そ
こ
に
描
か
れ

た
も
の
は
す
べ
て
観
念
で
あ
り
性
格
で
あ
り
性
で
あ
り
世
代
で
あ
り
時
代
で
あ
る
と

石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論

九
〇



い
う
抽
象
物
に
外
な
ら
ぬ
。」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
井
沢
義
雄
は
「
処
女
懐
胎
」

（
注

）
に
お
い
て
、「
処
女
懐
胎
」
の
主
題
は
「
愛
は
精
神
の
努
力
に
よ
っ
て
自
証

さ
れ
る
も
の
と
し
て
こ
の
努
力
の
な
か
に
み
ず
か
ら
解
消
し
、
一
方
恋
愛
は
精
神
の

受
難
と
し
て
肉
体
に
課
さ
れ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

塩
崎
文
雄
「
石
川
淳
『
処
女
懐
胎
』
覚
書
」（『
人
文
学
部
紀
要
』
一
九
八
二
・
三
、

和
光
大
学
）

注

に
同
じ
。

日
本
基
督
教
協
議
会
文
書
事
業
部
キ
リ
ス
ト
教
大
事
典
編
集
委
員
会
編
『
キ
リ
ス

ト
教
大
事
典
』（
一
九
六
三
・
六
・
三
〇
、
教
文
館
）
に
「
指
輪
を
装
身
具
、
封
印
、

結
婚
の
し
る
し
な
ど
に
用
い
た
古
代
ロ
ー
マ
の
風
習
は
、
教
会
に
も
取
り
入
れ
ら
れ

た
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

実
際
に
八
王
子
の
受
け
た
空
襲
に
つ
い
て
は
、『
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
東
京
大
空
襲
』

（
警
察
文
化
協
会
、
一
九
六
八
・
一
一
・
三
、
雄
鶏
社
）
な
ど
に
、
の
べ
七
日
間
に

わ
た
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
八
月
一
日
の
空
襲

に
お
い
て
受
け
た
被
害
に
つ
い
て
は
、
創
価
学
会
青
年
部
反
戦
出
版
委
員
会
編
『
炎

の
桑
都
｜
｜
八
王
子
空
襲
の
記
録
』（
一
九
七
六
・
八
・
一
、
第
三
文
明
社
）
に

「
焼
失
面
積
は
、
市
街
地
面
積
五
五
〇
万
坪
に
対
し
約
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る

九
九
万
坪
で
あ
り
（
略
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
か
な
り
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
一
九
四
六
年
か
ら
戦
災
復
興
区
画
整
理
事
業
に
基
づ
い
て
駅
周

辺
か
ら
新
し
い
町
づ
く
り
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
「
焼
跡
」
と
は
、
新
た
な
再
生
を
は
か
る
場
所
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

安
藤
始
「
焼
跡
と
「
聖
」
の
イ
メ
ー
ジ
」（『
石
川
淳
論
』
所
収
、
一
三
一
頁

一

四
八
頁
、
一
九
八
七
・
五
・
六
、
桜
楓
社
）
に
、
石
川
淳
作
品
に
お
け
る
「
焼
跡
」

に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

た
し
か
に
荒
れ
た
風
俗
は
現
実
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
作
者
も
ま

た
読
者
も
消
し
さ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
石
川
淳
に
お
い
て
、
こ
の

石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論

九
一

よ
う
な
、
も
し
く
は
こ
れ
に
類
似
し
た
焼
跡
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
の
一
時
期

だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
彼
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
は
、
時
代
と

描
写
の
内
容
こ
そ
異
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
処
女
作
以
来
一
貫
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（
略
）『
焼
跡
の
イ
エ
ス
』
等
に
お
け
る
焼
跡
の
世
界

は
、
現
実
と
し
て
当
時
の
巷
が
焼
跡
で
あ
っ
た
こ
と
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
『
普
賢
』
の
市
井
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
天
明
期
や
『
紫
苑

物
語
』
の
古
い
時
代
で
あ
っ
て
も
、
石
川
淳
の
中
で
は
同
じ
基
盤
の
上
で
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

『
八
王
子
市
史
』
上
巻
（
一
九
六
三
・
三
・
三
一
、
八
王
子
市
役
所
）
な
ど
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
八
王
子
の
産
業
の
中
心
は
織
物
業
、
繊
維
業
で
あ
っ
た
。

こ
れ
が
終
戦
を
迎
え
た
時
に
は
、
空
襲
に
よ
る
工
場
の
焼
失
な
ど
の
た
め
に
壊
滅
し

た
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
八
王
子
と
い
う
土
地
が
、
ま
さ
に
「
焼
跡
」
で
あ
っ
た

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。

作
品
内
時
間
で
あ
る
一
九
四
七
年
が
「
処
女
懐
胎
」
の
作
品
世
界
全
体
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
注

で
挙
げ
た
塩
崎
文
雄
の
論
に
詳
し
い
。
こ
れ
に
付
け
加

え
て
「
洋
裁
ブ
ー
ム
」
の
流
行
を
指
摘
し
た
い
。

一
九
四
五
年
に
敗
戦
を
迎
え
た
当
初
は
、
物
質
不
足
の
た
め
に
衣
生
活
そ
の
も
の

は
戦
争
の
面
影
を
ひ
き
づ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
若
い
女
性
を
中
心
に
洋

装
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
陽
子
が
「
都
賀
洋
裁
研
究
所
」（
二
）

を
経
営
し
て
い
る
と
い
う
設
定
も
、
お
そ
ら
く
戦
後
風
俗
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
よ

う
な
風
潮
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
陽
子
の
経
営
す
る
「
洋
裁
研
究
所
」
に

つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
「
洋
裁

研
究
所
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

実
際
に
、
陽
子
は
敏
捷
に
か
ら
だ
の
う
ご
く
た
ち
で
、
ミ
シ
ン
も
器
用
に
つ
か

つ
て
、
あ
た
ら
し
い
仕
立
物
は
も
と
よ
り
、
古
著
の
つ
く
ろ
ひ
も
の
ま
で
も
い

と
は
ず
、
結
構
こ
れ
が
商
売
に
な
つ
て
、
通
つ
て
来
る
女
弟
子
が
三
四
人
、
そ



の
弟
子
に
仕
事
を
ま
か
せ
て
、
当
人
は
む
し
ろ
外
ま
は
り
に
い
そ
が
し
く
、
洋

服
生
地
の
取
次
と
か
衣
装
の
売
買
と
か
別
口
の
収
入
も
あ
つ
て
、
去
年
の
か
せ

ぎ
、
み
づ
か
ら
称
し
て
十
萬
円
あ
ま
り
、
こ
と
し
は
二
倍
に
も
三
倍
に
も
な
る

と
い
ふ
胸
算
用
で
あ
つ
た
。（
二
）

ま
た
、
一
九
四
七
年
と
は
、
五
月
三
日
に
日
本
国
憲
法
の
施
行
、
続
い
て
一
二
月

二
二
日
に
改
正
民
法
の
公
布
が
行
わ
れ
た
、
つ
ま
り
家
父
長
制
度
が
廃
止
さ
れ
た
年

な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
貞
子
の
「
家
」

に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
生
き
る
行
動
が
「
処
女
懐
胎
」
作
品
内
時
間
に
即
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

石
川
淳
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
石
川

淳
自
身
も
「
ラ
ゲ
エ
神
父
」（「
博
多
の
一
挿
話
」
の
題
で
発
表
、『
旅
』
一
五
巻
一

二
号
、
一
九
三
八
・
一
二
）
に
お
い
て
「
決
し
て
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
は
な
い
わ
た
し

が
う
つ
か
り
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
の
は
な
し
な
ど
を
す
る
と
」「
わ
た
し
は
信
者
で
は

な
か
つ
た
が
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
同
じ
く
「
ラ
ゲ
エ
神
父
」
に
お
い
て
「
ジ
ョ
リ
イ
師
の
年
少
の
友
人
と
し
て
、

教
会
に
は
よ
く
出
入
し
て
ゐ
た
。」
と
も
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
九
二
四
年
か

ら
一
九
二
五
年
に
か
け
て
福
岡
高
等
学
校
に
勤
務
し
て
い
た
時
期
に
、
同
僚
で
あ
っ

た
ジ
ョ
リ
イ
神
父
と
交
際
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
頃
に
、
キ
リ
ス

ト
教
や
『
聖
書
』
に
接
触
す
る
機
会
は
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
文
学
界
』
第
五
巻
第
八
号
、
一
九
五
一
・
八
（『
石
川
淳
全
集
』
第
一
三
巻
、
一

六
二
頁

一
七
〇
頁
）

岩
波
書
店

誌
『
図
書
』
第
三
一
七
号
、
一
九
七
六
・
一
（『
石
川
淳
全
集
』

第
一
六
巻
、
六
〇
二
頁

六
〇
九
頁
）

講
談
社
編
『
昭
和
二
万
日
の
記
録
第
七
巻
・
廃
虚
か
ら
の
出
発
』（
一
九
八
九
・

二
・
二
四
、
講
談
社
）
に
は
「
終
戦
の
日
以
来
、
二
〇
年
中
に
復
刊
・
創
刊
さ
れ
た

雑
誌
は
一
九
〇
誌
あ
ま
り
（
略
）
明
け
て
二
一
年
に
な
る
と
、
創
刊
誌
は
、
総
合
雑

誌
を
は
じ
め
児
童
誌
、
婦
人
誌
、
文
芸
誌
、
ス
ポ
ー
ツ
誌
な
ど
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル

に
波
及
し
た
。
一
月
か
ら
半
年
間
の
創
・
復
刊
誌
は
お
よ
そ
四
〇
〇
誌
。」
と
い
う

記
録
が
あ
る
。

阿
部
知
二
「
あ
ら
ま
ん
だ
」（『
人
間
』
一
九
四
七
・
六
）、
三
島
由
紀
夫
「
夜
の

仕
度
」（『
人
間
』
一
九
四
七
・
八
）
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

（
付
記
）本

稿
で
引
用
し
た
石
川
淳
の
文
章
は
、『
石
川
淳
全
集
』
全
一
九
巻
（
一
九
八

九
・
五
・
三
〇

一
九
九
二
・
一
二
・
一
五
、
筑
摩
書
房
）
を
底
本
と
す
る
。
な
お
、

引
用
に
際
し
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。

石
川
淳
「
処
女
懐
胎
」
論

九
二
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