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ま
え
が
き

書
く
と
い
う
行
為
は
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
伴
う
。
体
験
と
思
想
の
葛
藤
か
ら
生
ま
れ
た
毒
の
浄
化
で
あ
る
。
有
島
武
郎
ほ
ど
﹁
書
く
こ
と

に
よ
る
自
己
救
済
﹂
と
い
う
言
葉
に
、
強
い
切
迫
感
を
感
じ
さ
せ
る
作
家
は
い
な
い
。

彼
の
作
品
は
、
ス
ト
ー
リ
性
よ
り
も
思
想
性
が
強
く
、﹃
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
ふ
﹄、﹃
生
活
と
文
学
﹄
な
ど
の
評
論
に
お
い
て
は
こ
と

さ
ら
に
観
念
的
と
感
じ
ら
れ
る
程
、
思
想
性
が
際
立
っ
て
い
る
。
有
島
の
作
品
に
は
、
あ
る
不
可
解
さ
を
伴
う
が
、
む
し
ろ
作
家
そ
の
人

が
持
つ
不
可
解
さ
の
ほ
う
が
深
刻
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
前
の
彼
の
人
柄
や
考
え
方
を
知
る
資
料
が
少
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
反

対
で
、
有
島
が
残
し
た
日
記
、
感
想
録
、
書
簡
な
ど
が
膨
大
に
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
作
家
像
が
不
可
解
な
の

で
あ
る
。

西
洋
と
日
本
と
い
う
二
つ
の
価
値
観
を
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
レ
ベ
ル
で
受
容
し
た
有
島
の
場
合
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
、

時
代
を
導
く
新
た
な
思
想
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
と
て
つ
も
な
い
葛
藤
、
価
値
観
の
激
し
い
ぶ
つ
か
り
あ
い
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
行

動
原
理
の
不
思
議
さ
は
、
し
ば
し
ば
価
値
観
相
互
の
相
克
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
受
容
の
外
的
原
因
か
ら
だ
と
解
釈
さ
れ

た
。
し
か
し
、
私
に
は
寧
ろ
彼
自
身
の
持
つ
内
的
要
素
の
ほ
う
が
彼
の
性
格
と
価
値
観
を
左
右
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
こ
と
が
彼

の
人
物
像
を
統
一
的
に
彫
り
上
げ
て
い
く
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

人
間
は
、
お
の
れ
の
行
為
を
意
義
付
け
よ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
の
行
動
を
定
義
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
降
の

行
動
に
方
向
づ
け
を
与
え
ん
と
す
る
。
有
島
が
残
し
た
膨
大
な
自
己
へ
向
か
う
発
言
は
、
何
者
か
に
な
ら
ん
と
し
て
喘
ぐ
、
切
迫
し
た
自

己
捜
し
の
作
業
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
言
動
を
す
べ
て
論
理
で
統
一
で
き
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
言
葉
に
よ
っ
て
以
降
の
言
動
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
必
死
に
自
ら
の
生
の
方
向
を
定
義
づ
け
よ
う
と
し
た
。
こ
の
葛
藤
の
中
で
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本
書
の
最
後
の
章
は
付
論
と
し
て
、
私
が
教
員
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
日
本
の
文
学
作
品
と
中
国
の
文
学
作
品
の
関
わ
り
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
比
較
文
学
の
研
究
は
現
象
の
類
似
性
、
つ
ま
り
Ａ
は
Ｂ
に
似
て
い
る
と
い
う
落
と
し
穴
に
陥
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
が
論
証

的
に
展
開
さ
れ
た
と
し
て
も
、
偶
然
の
類
似
性
な
ど
証
拠
と
し
て
無
効
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
章
で
行
わ
れ
た
作
業
は
、
こ
う
い
っ

た
現
象
に
留
ま
る
論
証
を
な
る
べ
く
避
け
て
、
言
語
レ
ベ
ル
の
世
界
か
ら
新
し
い
比
較
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

お
の
れ
自
身
を
探
り
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
カ
タ
ル
シ
ス
し
つ
つ
、
辛
う
じ
て
生
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の

発
言
は
起
伏
が
激
し
く
、
矛
盾
や
混
乱
も
多
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
混
乱
は
日
記
や
エ
ッ
セ
ー
に
留
ま
ら
ず
、
思
想
性
の
強
い
彼
の
小
説
に

も
及
ん
で
い
る
。

本
書
の
中
心
を
成
す
有
島
武
郎
研
究
は
、
主
に
私
が
大
学
院
時
代
の
論
文
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
有
島
に
取
り
組
む
な
か
で
、
今

述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
言
動
を
統
一
的
に
把
握
し
論
証
す
る
こ
と
に
限
界
を
感
じ
た
私
は
、
敢
え
て
有
島
と
い
う
人
の
歴
史
や
作
品
の
背

景
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
作
品
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。
作
品
世
界
に
こ
そ
、
直
面
し
た
課
題
の
矛
盾

も
葛
藤
も
調
和
も
最
も
端
的
に
確
実
な
形
で
現
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

﹃
か
ん
〳
〵
虫
﹄
や
﹃
三
部
曲
﹄
に
見
ら
れ
る
聖
書
の
原
典
の
意
味
か
ら
逸
脱
し
た
引
用
、﹃
老
船
長
の
幻
覚
﹄
に
お
け
る
登
場
人
物
の

現
実
性
と
幻
覚
性
の
設
定
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、﹃
カ
イ
ン
の
末
裔
﹄
の
語
り
が
語
っ
た
主
人
公
と
、
作
品
空
間
を
生
き
る
主
人
公
の
間
の

溝
、
更
に
は
﹃
ク
ラ
ヽ
の
出
家
﹄
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
の
栄
光
を
浴
び
る
喜
び
を
迎
え
る
ク
ラ
ラ
の
決
し
て
歓
喜
と
は
言
え
な
い
涙
の

繰
り
返
し
、
等
々
、
彼
の
作
品
に
は
言
葉
や
引
用
や
筋
の
設
定
な
ど
に
多
く
の
矛
盾
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
矛
盾
に
着
目
し
、
或
る

ミ
ク
ロ
の
現
象
か
ら
マ
ク
ロ
の
世
界
に
繋
が
る
答
え
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
の
が
こ
れ
ら
の
論
文
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
現
象
を

追
究
す
る
こ
と
で
、
今
ま
で
見
え
て
こ
な
い
マ
ク
ロ
な
世
界
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
。

本
書
の
最
初
の
章
に
は
、
有
島
の
ジ
レ
ン
マ
に
類
似
し
た
作
家
た
ち
の
作
品
を
置
い
た
。
生
と
存
在
を
執
拗
に
問
い
か
け
る
埴
谷
雄
高

の
﹃
死
霊
﹄
は
、
観
念
的
な
作
品
の
代
表
と
し
て
、
有
島
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
継
承
と
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
生
と
存
在

と
い
っ
た
論
争
の
内
容
か
ら
少
し
焦
点
を
ず
ら
し
て
、
登
場
人
物
の
会
話
の
仕
方
に
着
目
す
る
と
、
全
く
違
う
﹃
死
霊
﹄
の
世
界
が
広

が
っ
て
く
る
。
ま
た
、
言
葉
は
、
作
者
の
歴
史
的
事
実
以
上
に
確
実
な
生
の
姿
を
提
示
し
て
く
れ
る
、
芥
川
の
﹃
片
恋
﹄
は
、
恋
の
話
で

は
な
い
し
、﹃
点
鬼
簿
﹄
も
彼
の
私
小
説
で
は
な
い
。﹃
片
恋
﹄
に
は
別
の
思
い
を
託
し
て
お
り
、
恋
愛
と
は
程
遠
い
苦
悩
が
描
か
れ
て
い

る
。



第
一
章　

生
と
存
在
を
問
う
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第
一
節　

埴
谷
雄
高
『
死
霊
』

─
会
話
の
中
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
そ
の
変
遷

─

は
じ
め
に

埴
谷
雄
高
は
﹃
死
霊
﹄
を
、﹁
お
し
ゃ
べ
り
に
よ
っ
て
や
っ
と
思
想
を
展
開
し
て
い
る
＂
思
想
小
説
（
（
（

＂﹂
だ
と
自
ら
定
義
し
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
た
だ
し
、﹃
死
霊
﹄
の
﹁
思
想
﹂
は
、
男
性
登
場
人
物
を
中
心
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
男
性
同
士
間
の
会
話

は
攻
撃
性
に
満
ち
た
論
争
が
殆
ど
で
、
そ
の
よ
う
な
競
争
的
な
会
話
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
葛
藤
よ
り
、
む
し
ろ
、
女
性
登
場
人
物
の
混

じ
っ
た
会
話
の
方
に
、
思
想
の
展
開
が
見
え
て
く
る
。
だ
か
ら
、﹃
死
霊
﹄
の
中
の
女
性
た
ち
は
男
性
た
ち
の
会
話
の
重
要
な
聞
き
手
で

あ
り
な
が
ら
、
参
与
者
で
も
あ
る
わ
け
で
、
強
い
て
い
う
な
ら
、﹃
死
霊
﹄
は
男
性
た
ち
が
女
性
た
ち
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
展
開
し

て
い
る
＂
思
想
小
説
＂
だ
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
男
性
と
女
性
の
﹁
お
し
ゃ
べ
り
﹂
の
中
で
、
作
品
社
会
の
男
性
と
女
性
、
特
に
今
ま
で
重
要
視
さ
れ
て
来
な
か
っ

た
女
性
を
ど
の
よ
う
に
定
位
す
べ
き
か
を
、
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
検
討
し
て
み
る
。

一
、
男
性
主
人
公
の
会
話
の
難
解
さ

ま
ず
、
男
性
同
士
の
会
話
の
難
解
さ
か
ら
出
発
し
た
い
。﹃
死
霊
﹄
第
一
章
に
、
主
人
公
三
輪
与
志
が
風
癲
病
院
を
訪
れ
、
岸
博
士
と

会
話
す
る
場
面
を
例
に
考
え
て
み
る
。
精
神
科
医
の
岸
博
士
は
、
患
者
の
治
療
に
関
し
て
、﹁
一
つ
の
観
念
か
ら
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
連

想
を
整
理
し
、
一
定
の
連
想
の
み
を
絶
え
ず
習
慣
づ
け
る
強
制
﹂、
つ
ま
り
﹁
あ
る
観
念
か
ら
特
定
の
行
動
の
み
し
か
生
じ
さ
せ
な
く
す


