
「
歯

車
」

三

一
芥
川
交
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

、

佐

藤

泰

正

一

 
「
芥
川
龍
之
介
の
精
神
的
生
活
を
最
初
（
少
年
期
）
に
支
配
し
た
の
が
下
町

的
環
境
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
第
二
（
青
年
期
）
に
彼
を
つ
つ
ん
だ
も
の
は
世
紀

末
の
空
気
だ
っ
た
。
 
（
そ
し
て
第
三
の
時
期
と
い
う
も
の
は
彼
に
は
な
い
。
）
」

 
中
村
真
一
郎
氏
は
そ
の
芥
川
論
（
「
芥
川
龍
之
介
」
昭
3
3
・
五
月
書
房
刊
）
、

の
な
か
で
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
h
第
三
の
時
期
と
い
う
も
の
」
が
、

つ
い
に
「
彼
に
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
1
敢
て
言
え
ば
、
論
者
の
想
い
を

超
え
て
深
く
私
の
胸
を
搏
つ
も
の
が
あ
る
。
芥
川
の
「
文
学
的
開
眼
」
が
「
世

 
 
タ

紀
末
の
『
悪
の
花
花
』
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
一
生
こ
そ

は
ま
さ
し
く
「
世
紀
末
の
世
界
の
な
か
に
生
き
」
、
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
時
、

「
彼
の
最
後
の
小
説
『
歯
車
』
こ
そ
、
我
が
国
の
文
学
の
生
ん
だ
も
っ
と
も
深

い
意
味
で
の
世
紀
末
的
文
学
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
は
、
ま
た
当
然
の
も
の
で
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
「
最
も
深
い
意
味
で
の
」
と
い
う
時
、
こ
と
は
す
で

に
魂
の
次
元
に
属
す
る
庵
の
で
あ
ろ
う
。
中
村
氏
も
ま
た
芥
川
の
様
々
な
側
面

を
辿
り
つ
つ
、
そ
の
末
尾
に
近
い
部
分
に
至
っ
て
次
の
如
く
言
う
i
「
芥
川

の
理
知
の
刃
が
最
後
に
立
ち
む
か
っ
て
行
っ
た
対
象
は
彼
自
身
の
魂
だ
っ
た
。

◎

魂
の
問
題
を
理
知
で
分
析
し
よ
う
と
す
る
時
、
あ
の
き
わ
め
て
暗
醗
で
神
経
質

な
『
歯
車
」
の
分
裂
的
世
界
に
到
達
し
た
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
必
然
の
成
行
き

だ
と
い
え
る
」
と
。
し
か
し
、
 
「
最
も
深
い
」
と
言
う
レ
そ
の
深
さ
と
は
、

つ
い
に
「
理
知
」
の
「
分
析
」
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
部
分
に
す
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
氏
は
次
の
如
く
も
言
う
一
「
彼
の
先
輩
た
ち
、
白
秋
や
杢
太
郎

や
潤
一
郎
が
青
春
の
終
末
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
世
紀
末
的
雰
囲
気
を
完
全
に

脱
却
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
の
道
を
悠
々
と
瀾
如
し
，
て
行
っ
た
の
に
、
彼
ひ
と

り
は
つ
い
に
そ
の
悪
鬼
の
餌
食
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
 
「
芥
川
だ
け
は
」
こ
の

「
デ
カ
ダ
ン
芸
術
の
『
黒
い
弥
撒
』
を
、
単
な
る
新
感
覚
と
し
て
で
な
く
、
人

間
解
体
を
作
業
と
し
て
学
ん
だ
」
の
で
あ
る
と
。
ま
た
さ
ら
に
芥
川
に
お
け
る

「
西
洋
」
あ
る
い
は
「
近
代
」
に
ふ
れ
て
は
、
加
藤
周
一
の
批
判
を
援
用
し
つ
つ
、

次
の
如
く
言
う
一
か
つ
て
加
藤
周
一
は
「
芥
川
に
お
け
る
西
洋
の
理
解
が
浅

薄
で
あ
る
と
い
っ
て
攻
撃
し
た
」
が
、
そ
の
批
判
の
根
拠
は
、
 
「
古
代
や
中
世

に
対
し
て
あ
る
近
代
は
、
西
洋
に
し
か
な
く
、
西
洋
を
学
ぶ
こ
と
は
、
す
な
わ

ち
『
外
国
こ
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
真
理
を
学
ぶ
の
で
あ
る
」
と
い

う
処
に
あ
っ
た
。
 
「
西
洋
を
単
に
他
者
と
し
て
見
る
の
は
、
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
の

態
度
で
あ
っ
て
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
印
象
主
義
は
、
ま
た
世
紀
末
的
人
生
観
の
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、

「
歯
車
」
論
 
-
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
i



特
徴
の
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、
も
し
日
本
人
が
西
洋
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
の
目

・
で
眺
め
る
と
す
れ
ば
、
東
洋
を
も
、
い
や
眼
前
の
現
実
を
も
同
じ
眼
で
見
る
こ

と
に
な
る
。
／
芥
川
の
な
か
に
は
、
 
（
初
期
の
芥
川
に
は
、
と
く
に
）
、
西
洋

を
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
の
対
象
と
し
て
な
が
め
る
態
度
が
あ
っ
た
」
。
し
か
も
こ
の

、
よ
う
な
態
度
こ
そ
は
「
じ
つ
は
西
洋
世
紀
末
の
時
代
の
風
潮
か
ら
の
影
響
に
よ

っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
」
り
、
「
こ
の
態
・
度
」
は
つ
い
に
は
芥
川
を
し
て
「
現

実
を
も
っ
ぱ
ら
、
娑
婆
苦
の
地
獄
と
観
ぜ
し
め
る
よ
う
に
さ
せ
で
行
っ
た
」
の

で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
ま
た
お
の
ず
か
ら
に
、
寺
田
透
氏
の
次

の
如
き
批
判
に
も
あ
い
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
寺
田
氏
は
芥
川
に
お
け

る
「
近
代
性
」
を
評
し
て
、
そ
れ
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
に
由
る
近
代
の
終
焉
の
姿

で
あ
る
十
九
世
紀
末
西
洋
を
、
と
に
も
か
く
に
も
そ
の
骨
髄
か
ら
体
現
し
て
み

る
と
い
ふ
点
で
、
近
代
的
た
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
」
で
あ
り
、
「
自
己
表
白

風
の
末
期
の
諸
作
に
至
る
ま
で
の
作
品
の
う
ち
に
示
さ
れ
た
反
語
性
や
偶
像
破

壊
的
発
想
は
、
い
ま
だ
こ
れ
を
『
世
紀
末
的
』
と
呼
ぶ
の
は
当
ら
な
い
だ

ら
う
。
」
つ
ま
り
そ
こ
に
見
る
も
の
は
「
い
は
ば
輸
入
種
近
代
精
神
の
仇
花
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
に
過
ぎ
ず
、
芥
川
は
「
近
代
精
神
」
な
る
「
一
束
に
な
っ

た
そ
の
植
物
の
う
ち
、
世
紀
末
と
名
づ
け
ら
れ
だ
も
の
を
選
り
分
け
、
か
れ
の

上
に
影
を
投
げ
る
封
建
の
下
津
に
植
ゑ
た
の
で
あ
る
」
 
（
「
芥
川
龍
之
介
の
近

代
精
神
」
）
と
言
う
。
．

 
す
で
に
中
村
、
寺
田
両
氏
の
言
う
処
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
芥
川

に
お
け
る
「
近
代
」
あ
る
い
は
「
世
紀
末
」
受
容
の
、
負
の
相
と
も
い
う
べ
き

も
の
が
あ
ぎ
や
か
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
私
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘

の
い
く
つ
か
を
深
く
諾
な
い
つ
つ
も
、
な
お
ま
た
い
く
ば
く
か
の
反
問
を
用
意

せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
芥
川
が
同
時
代
者
の
な
か
に
あ
っ
て
、
敢
て

「
世
紀
末
的
雰
囲
気
」
の
裡
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
「
脱
却
」
し
え
な
か
っ
た

と
は
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
真
の
成
熟
を
み
ず
か
ら
塞
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
芥
川
を
し
て
現
実
を
「
地
獄
」
と
「
観
ぜ
し
め
」
た
も
の
は
、
世
紀
末
的

感
覚
主
義
と
の
み
言
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
「
地
獄
」
と
は
「
娑
婆

苦
」
と
い
う
相
に
立
て
の
み
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
た
彼
に
お
サ

る
「
世
紀
末
」
と
は
、
言
わ
ば
「
世
紀
末
と
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
」
み
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

か
ら
の
意
匠
と
し
て
選
び
と
っ
た
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
て
い
の
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
彼
は
ま
た
そ
れ
を
自
身
の
裡
な
る
「
封
建
の
残
津
に
植
ゑ
た
の
で
」
あ

り
、
言
わ
ば
「
世
紀
末
的
人
生
観
が
、
封
建
的
な
美
の
保
管
者
に
、
器
用
に
直

結
さ
れ
て
み
る
」
 
（
寺
田
）
と
・
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
彼
に

あ
っ
て
「
近
代
」
が
「
他
者
」
で
あ
っ
た
と
は
、
そ
れ
を
単
に
「
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
，

の
態
度
」
に
よ
っ
て
受
け
と
め
た
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
こ
れ
ら
の

問
い
は
芥
川
文
学
の
本
宅
に
か
か
わ
る
の
み
な
ら
ず
、
い
ま
「
歯
車
」
と
い
う

一
篇
の
遺
稿
を
論
ず
る
に
当
っ
て
欠
く
こ
と
の
出
来
ぬ
課
題
と
思
わ
れ
る
。
敢

て
言
え
ば
、
 
「
世
紀
末
」
と
は
彼
に
と
っ
て
屡
々
「
西
方
」
あ
る
い
は
「
近

代
」
の
別
名
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
に
「
印
象

主
義
的
感
覚
主
義
」
や
「
唯
美
主
義
」
の
み
を
以
て
覆
わ
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
（
世
紀
末
的
）
 
「
苦
悩
」
な
る
も
の
も
ま
た
、
「
無
制
約
な
唯
美
主

義
」
や
「
感
覚
主
義
」
の
強
い
ら
れ
た
宋
路
に
発
す
る
「
言
わ
ば
倫
理
の
骨

格
を
喪
っ
た
「
人
間
解
体
」
の
無
惨
な
様
相
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
か
っ
た

筈
で
あ
る
。
彼
は
言
わ
ば
「
世
紀
末
」
と
い
う
一
語
を
以
て
、
そ
の
時
代
的
属

性
を
も
超
え
た
、
あ
る
言
い
が
た
く
深
い
、
実
存
の
苦
悩
を
語
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
「
地
獄
」
も
ま
た
「
娑
婆
苦
」
な
ら
ぬ
、
よ
り
深
い
実
存
の
相
と
し
て
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さ
い
な

捉
え
ら
れ
て
い
た
。
了
i
い
つ
も
ク
リ
ス
ト
の
中
に
我
々
を
痛
ん
で
や
ま
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

な
い
も
の
を
ふ
一
近
代
の
や
っ
と
表
現
し
た
世
界
苦
を
感
じ
ず
に
は
み
ら
れ

な
い
で
あ
ら
う
」
 
（
傍
点
筆
者
）
と
は
、
彼
の
「
西
方
の
人
」
に
語
る
処
だ

が
、
彼
は
そ
の
世
紀
末
的
観
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
を
語
る
と
共
に
、
そ
の
「
世
紀

末
」
と
は
ま
た
彼
に
と
っ
て
歴
史
の
圧
搾
か
ら
し
ぼ
り
出
さ
れ
る
「
世
界
苦
」

の
、
普
遍
的
な
苦
悩
の
実
相
へ
の
、
し
い
ら
れ
た
呼
称
で
あ
っ
た
と
も
言
い
う

る
で
あ
ろ
う
。
秋
声
と
白
鳥
の
二
者
を
比
較
し
て
、
秋
声
の
描
く
「
東
洋
詩
的

情
緒
の
あ
る
小
宇
宙
」
に
は
、
「
た
と
ひ
娑
婆
苦
は
あ
っ
て
も
地
獄
の
業
火
は

燃
え
て
み
な
い
、
け
れ
ど
も
正
宗
氏
は
こ
の
地
面
の
下
に
必
ず
地
獄
を
覗
か
せ

て
み
る
」
と
言
い
、
白
鳥
の
作
品
の
多
く
を
「
読
破
」
し
て
「
僕
の
受
け
た
感

銘
中
、
最
も
僕
に
迫
っ
た
も
の
は
中
世
紀
か
ら
僕
等
を
動
か
し
て
み
た
宗
教
的

情
緒
に
近
い
も
の
で
あ
る
」
と
は
、
晩
期
の
芥
川
の
語
る
処
で
あ
る
。
 
（
「
文

芸
的
な
、
余
り
に
文
芸
的
な
」
昭
2
・
2
～
7
）

 
 
「
歯
車
」
や
「
西
方
の
人
」
を
、
こ
の
よ
う
な
実
存
的
位
相
の
上
に
捉
え
ん

と
し
た
も
の
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
堀
辰
雄
の
「
芥
川
龍
之
介
論
」
 
（
昭
4
・

1
）
が
あ
る
ゐ
堀
は
「
歯
車
」
を
以
て
芥
川
の
「
生
涯
の
最
大
傑
作
i
と
い

ふ
よ
り
は
最
も
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
（
個
性
的
な
）
傑
作
」
と
評
し
て
い
る
が
、
私
は

今
日
で
も
な
お
こ
の
堀
の
論
を
、
 
「
歯
車
」
の
主
題
の
核
心
を
実
存
の
相
に

“
於
て
最
も
深
く
捉
え
え
た
、
第
一
等
の
論
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
歯

車
」
と
い
う
作
の
重
さ
は
ま
た
、
こ
の
堀
の
論
を
も
超
え
た
処
に
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
 
「
世
紀
末
」
な
る
も
の
の
背
後
に
背
光
の
如
く
仔
つ
「
ク
リ
ス

ト
」
を
、
こ
の
普
遍
の
実
存
に
か
か
わ
る
存
在
を
、
芥
川
は
敢
て
「
西
方
の
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人
」
と
呼
ん
だ
。
し
か
し
そ
れ
が
ま
さ
し
く
「
西
方
の
人
」
と
し
て
描
か
れ
た

の
は
、
同
名
の
作
な
ら
ぬ
「
歯
車
」
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
彼
に
と

「
歯
車
」
論
 
-
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

っ
て
西
欧
的
「
近
代
」
は
「
普
遍
の
真
理
」
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
「
他
者
」
そ
の

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
彼
に
お
け
る
「
ク
ヅ
ス
ト
（
皆
西
方
の
人
）
」
も
ま

た
同
断
で
あ
る
。
言
わ
ば
彼
は
「
ク
リ
ス
ト
」
な
る
存
在
を
「
西
方
の
人
」
に

あ
っ
て
は
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
と
し
て
の
一
抽
象
、
普
遍
の
相
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に
於
て
描
き
、
 
「
歯
車
」
に
あ
っ
て
は
ま
さ
に
「
西
方
の
人
」
と
し
て
の
属
性

の
故
に
、
な
お
同
一
化
し
え
ざ
る
も
の
1
即
ち
「
西
方
」
な
る
も
の
の
背
後

に
仔
む
深
い
影
の
如
き
も
の
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
普
遍
は
普
遍
と
し
て
捉

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
を
他
者
と
し
て
見
る
の
は
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
に
す
ぎ

ぬ
と
は
、
理
念
の
言
わ
せ
る
わ
ざ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
芥
川
が
文
明
論
的
理
念
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な
ら
ぬ
、
ま
さ
し
く
文
学
の
課
題
と
し
て
語
っ
た
こ
と
は
1
普
遍
が
普
遍
で

あ
る
ど
共
に
、
他
者
と
し
て
の
し
た
た
か
な
重
さ
、
属
性
を
も
っ
て
か
か
わ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
も
あ
っ
た
。
彼
に
エ
キ
ゾ
チ
ス
ム
へ
の

傾
き
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
彼
自
身
そ
の
こ
と
を
充
分
に
意
識

的
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
肝
心
な
こ
と
は
、
彼
が
「
西
洋
を
単
に
他
者
と
し

 
ヘ
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
へ

て
見
る
」
の
で
は
な
く
、
 
「
普
遍
射
な
真
理
」
と
し
て
「
学
ぶ
」
の
で
も
な
く

ま
さ
に
「
他
者
」
そ
の
も
の
と
し
て
み
ず
か
ら
の
裡
に
、
深
く
か
か
え
込
も
う

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
土
俗
あ
る
い
は
伝
統
と
の
対
峙
、
反
立
を
め
ぐ

る
課
題
が
生
れ
る
こ
と
は
ま
た
必
然
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
芥
川
の
悲
劇
の
真
の

意
味
は
、
屡
々
言
わ
れ
る
如
く
彼
が
み
ず
か
ら
の
主
体
を
喪
っ
て
時
代
の
主
潮

に
呑
み
こ
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
む
b
ろ
彼
が
避
け
が
た

く
も
深
く
自
身
の
裡
に
か
か
え
こ
ん
で
い
た
亀
裂
の
ご
と
き
も
の
に
あ
っ
た
。

彼
に
お
け
る
「
西
方
」
と
「
東
方
」
と
は
、
こ
の
亀
裂
（
あ
る
い
は
乖
離
）
の
最

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

大
の
課
題
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
「
『
歯
車
』
こ
そ
我
が
国
の
生
ん
だ
も
つ

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

と
も
深
い
意
味
で
の
世
紀
末
的
文
学
」
'
で
あ
る
と
は
、
そ
の
耽
溺
の
深
さ
で
も
、
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ヘ
 
 
ヘ

ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
っ
た
と
い
う
て
い
の
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
の

ヘ
 
 
へ

深
さ
と
は
彼
が
ま
さ
し
く
普
遍
と
具
体
の
二
相
に
於
て
深
い
乖
離
を
し
い
ら
れ

つ
つ
も
、
な
お
捨
て
え
ざ
る
根
源
の
課
題
と
し
て
深
く
か
か
え
込
ん
で
い
た
、

そ
の
構
造
そ
の
も
の
に
於
て
捉
え
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
や
何
よ
り

も
彼
自
身
「
歯
車
」
一
篇
に
於
て
、
そ
の
構
造
的
実
相
を
見
事
に
開
示
し
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
各
誌
を
折
り
重
ね
つ
つ
執
拗
に
主
題
の
核
心
を
追

い
つ
め
て
ゆ
く
彼
の
筆
は
、
極
め
て
精
妙
で
あ
り
、
充
分
に
意
識
的
で
あ
る
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。
彼
の
「
痩
せ
細
っ
た
姿
」
で
は
な
く
「
彼
を
し
て
そ
の
や

う
に
痩
せ
細
ら
せ
た
」
根
源
な
る
も
の
を
、
 
「
彼
を
高
め
る
た
め
に
彼
を
落
」

し
つ
づ
け
る
も
の
、
 
「
絶
え
ず
彼
を
つ
け
狙
」
う
そ
の
「
何
か
知
ら
な
い
も

の
」
を
こ
そ
「
見
究
め
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
堀
辰
雄
は
言
う
。
そ
の
根
源
な
る
も

の
と
は
何
か
一
仔
細
は
作
品
自
体
が
充
分
に
語
っ
て
く
れ
る
筈
で
あ
る
。

二

 
周
知
の
如
く
「
歯
車
」
の
第
一
章
「
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
」
の
み
は
、
死
の
前
月

（
昭
和
二
年
六
月
）
の
「
大
調
和
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
題
名
の
示
す
如

く
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
は
、
彼
（
こ
の
作
の
主
人
公
『
僕
』
以
下
同
）
に
深
い
不

安
と
恐
怖
を
与
え
る
数
々
の
予
兆
の
最
た
る
も
の
と
し
て
、
終
宋
に
至
る
ま
で

屡
々
登
場
す
る
。
冒
頭
「
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
を
着
た
幽
霊
」
の
話
に
は
じ
ま

り
、
こ
の
章
の
終
末
で
は
蝶
死
し
た
義
兄
が
「
季
節
に
縁
の
な
い
レ
エ
ン
、
・
コ

オ
ト
を
ひ
っ
か
け
て
み
た
」
と
い
う
一
そ
れ
は
ま
さ
し
ぐ
「
絶
望
と
死
を
象
，

徴
」
 
（
吉
田
精
こ
す
る
も
の
で
あ
り
、
 
「
彼
の
運
命
の
無
気
味
さ
を
象
徴
」

（
岩
井
章
）
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
作
全
体
の
導
入
部
を

な
す
こ
の
最
初
の
章
で
彼
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
の
点

出
を
軸
と
す
る
不
気
味
な
運
命
の
予
兆
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ρ

あ
の
，
「
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
」
と
い
う
一
語
を
め
ぐ
る
挿
話
が
あ
る
。
彼
は
ホ
テ

ル
㊨
給
仕
た
ち
の
話
声
の
切
れ
は
し
に
、
ふ
と
そ
の
耳
を
か
す
め
た
「
三
冠
ル

ニ
フ
イ
ト
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
る
。
そ
の
「
意
味
を
正
確
に
掴
ま
う
と

あ
せ
」
る
。
「
何
が
一
体
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
な
の
で
あ
ら
う
？
」
。
や
が
て
姪
か

ら
の
電
話
で
伺
か
た
だ
な
ら
ぬ
異
変
の
起
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
彼
は
あ
る

「
苦
し
さ
を
感
じ
」
な
が
ら
、
 
「
や
っ
と
運
命
の
」
彼
に
「
教
へ
た
「
オ
オ
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

・
ニ
フ
イ
ト
」
と
云
う
言
葉
を
了
解
」
す
る
。
こ
の
「
了
解
」
と
は
「
す
べ
て
の

不
幸
や
災
厄
が
自
分
の
身
辺
に
も
発
生
し
、
身
の
上
に
ふ
り
か
か
っ
て
来
た
こ

と
」
を
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
反
語
）
で
い
っ
て
い
る
」
 
（
吉
田
）
の
か
。
あ
る

い
は
あ
の
暗
い
予
兆
の
「
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
と
彼
の
運
命
の
結
び
つ
き
」
を
つ

い
に
「
了
解
し
た
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
は
≧
一
二
α
q
ま
な
の
だ
」
 
（
岩
井
）

と
い
う
の
か
。
恐
ら
く
作
者
が
こ
の
一
語
に
託
し
た
も
の
は
、
不
吉
な
運
命
の
'

ま
ぬ
が
れ
が
た
き
を
知
．
つ
た
時
、
そ
の
運
命
の
悉
く
を
敢
て
引
き
受
け
る
と
い
．

う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
「
運
命
の
冷
笑
」
を
、
「
地
獄
」
を
、
「
復
讐
の
神
」

を
、
 
「
何
も
の
か
」
の
「
敵
意
」
を
、
 
「
病
苦
」
を
一
そ
れ
ら
一
切
を
引
き

受
け
つ
つ
、
彼
は
最
後
ま
で
「
頸
す
ぢ
を
ま
つ
直
に
し
て
歩
」
（
六
章
）
み
つ
づ

け
て
行
こ
う
と
す
る
。
字
義
通
り
t
す
べ
て
を
よ
し
と
し
つ
つ
、
存
在
の
極

度
の
相
対
性
の
上
を
、
彼
は
歩
み
切
っ
て
み
よ
う
と
す
る
。

 
「
彼
（
芥
川
）
は
決
し
て
人
の
信
ず
る
様
に
理
知
的
作
家
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
神
経
の
み
を
持
っ
て
る
た
作
家
な
の
で
あ
る
。
」
 
「
彼
の
個
性
は
人
格
と

な
る
事
を
止
め
て
一
つ
の
現
象
と
な
っ
た
」
と
は
、
芥
川
の
死
の
直
後
、
小
林

秀
雄
の
記
し
た
芥
川
論
（
「
芥
川
龍
之
介
一
美
神
と
宿
命
」
 
「
大
調
和
』
昭
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2
・
9
）
中
の
言
葉
で
あ
る
が
、
理
知
の
果
て
で
あ
れ
神
経
の
故
で
あ
れ
、

 
「
歯
車
」
の
示
す
も
の
が
ま
さ
し
く
「
分
裂
的
世
界
」
（
申
村
）
で
あ
り
、
一
切

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

が
「
一
つ
の
現
象
と
な
っ
て
」
し
ま
っ
た
、
い
や
ま
さ
に
な
り
果
て
ん
と
す
る
解

体
寸
前
の
世
界
で
あ
る
こ
之
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
が
彼
自
身
の
追

い
つ
め
ら
れ
た
世
界
と
い
う
よ
り
も
、
敢
て
み
ず
か
ら
を
そ
こ
に
追
い
こ
ん
で

．
み
せ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
あ
る
の
は
い
か
な
る
良
心

で
も
な
い
、
神
経
の
み
で
あ
る
と
い
う
彼
の
言
葉
は
、
い
か
な
る
逆
説
で
も
あ

る
ま
い
。
そ
れ
は
覚
悟
で
あ
る
。
彼
は
敢
て
神
経
の
み
の
、
感
覚
的
反
射
の
み

の
織
り
な
す
世
界
を
描
き
き
っ
て
み
せ
よ
う
と
し
た
。
「
二
選
ル
・
ラ
イ
ト
」

一
す
べ
、
て
を
よ
し
と
し
つ
つ
、
小
林
が
後
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
を
評
レ
た

言
葉
を
使
え
ば
、
 
「
思
想
」
な
ら
ぬ
「
存
在
」
の
、
 
「
極
度
の
相
対
性
」
を
描

き
き
っ
て
み
せ
よ
う
と
し
た
t
そ
れ
が
「
歯
車
」
の
世
界
で
あ
ろ
う
コ

 
さ
て
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
を
は
じ
め
、
作
中
屡
々
現
れ
る
「
妄
想
知
覚
」
と
も

よ
ば
れ
る
も
の
は
何
か
。
評
者
は
屡
々
そ
の
，
「
異
常
に
敏
感
な
反
応
」
が
人
工

に
す
ぎ
る
こ
と
、
あ
ま
り
に
も
そ
れ
ら
の
病
的
な
感
覚
の
遍
在
が
整
序
さ
れ
す
．

ぎ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
に
は
病
者
の
持
つ
「
混
沌
と
し
た
奥
行
き
，

の
深
い
様
相
は
」
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
妄
想
知
覚
の
奥
底
に
あ
る
言
表
不
能

の
不
安
」
こ
そ
が
、
 
「
す
べ
て
の
も
と
で
あ
っ
て
、
爾
余
の
現
象
は
す
べ
て
そ

こ
か
ら
派
生
す
る
」
t
i
こ
こ
に
「
歯
車
」
の
「
全
体
の
構
造
」
 
（
加
賀
乙

彦
）
が
あ
る
と
い
う
精
神
医
と
し
て
の
指
摘
は
正
し
い
一
で
あ
ろ
う
。
「
彼
の
実

存
は
内
部
の
不
安
か
ら
出
発
し
て
外
部
の
ど
ん
な
鎖
末
な
も
の
に
す
ら
違
和
感

を
感
じ
阻
害
を
う
け
」
る
。
た
と
え
ば
眼
中
に
見
え
る
「
歯
車
」
は
所
謂
「
閃

輝
性
暗
点
」
で
あ
る
と
し
て
、
 
「
問
題
は
そ
の
現
象
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ

「
歯
車
」
論
 
-
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

と
で
な
く
」
「
そ
の
現
象
の
う
け
と
り
か
た
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
自
分
の
狂

っ
た
運
命
の
象
徴
と
う
け
と
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
］
芥
川
の
「
問
題
が
あ
る
」

（
岩
井
章
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
精
神
病
理
学
上
か
ら
の
指
摘
を
ま
つ
ま

で
も
な
く
、
多
く
の
「
妄
想
知
覚
」
の
点
描
は
、
敢
て
言
え
ば
こ
の
作
を
彩
る

粉
黛
に
す
ぎ
ま
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
幻
覚
の
生
み
出
す
凄
絶
な
心
象
風
景
、
病
者

の
感
覚
の
織
り
な
す
痛
ま
し
い
ま
で
の
裸
形
の
真
実
に
、
ど
の
よ
う
な
讃
辞
や

評
価
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
作
の
真
の
課
題
は
、
そ
の
底
に
あ
る
。
彼

は
ま
ぎ
れ
も
な
く
そ
れ
ち
の
病
的
知
覚
の
「
奥
底
に
あ
る
言
表
不
能
の
不
安
」

の
基
底
を
、
構
造
を
こ
そ
説
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
作
者
の
筆
は
極

め
て
精
妙
に
、
執
拗
に
、
そ
の
構
造
を
追
署
す
る
。

 
第
二
章
（
復
讐
）
に
入
る
と
、
暗
い
数
々
の
予
兆
の
背
後
に
あ
る
「
運
命
の

冷
笑
」
が
、
す
で
に
自
身
「
地
獄
」
に
あ
ち
こ
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
を
犯
し

」
た
罪
人
で
あ
る
こ
と
が
繰
返
し
語
ら
れ
、
最
後
に
彼
を
た
え
ず
「
つ
け
狙
っ

て
み
る
復
讐
の
神
」
の
指
摘
を
以
て
終
る
。
こ
う
し
て
第
三
章
（
夜
）
に
至
り
は

じ
め
て
こ
．
の
「
地
獄
」
が
、
 
「
罪
」
の
、
 
「
復
讐
の
神
」
の
、
正
体
が
何
で
あ

る
か
が
明
か
さ
れ
て
ゆ
く
。
あ
る
女
と
の
不
倫
の
「
罪
を
犯
し
た
為
に
地
獄
に

堕
ち
た
一
人
」
で
あ
る
彼
は
、
，
夢
の
中
に
彼
の
「
復
讐
の
神
i
或
狂
人
の

娘
」
の
姿
を
見
て
お
び
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
「
狂
人
の
娘
」
は
、
 
「

或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
狂
人
の
娘
」
あ
る
い
は
「
復
讐
」
と
題
さ
れ
た
章
に
描

か
れ
て
い
る
女
性
で
あ
り
、
遺
稿
「
重
留
問
答
」
に
も
語
ら
れ
る
如
く
、
こ
れ

が
晩
年
の
彼
の
倫
理
感
を
最
も
さ
い
な
む
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
周
知
の
如
く
、
人
妻
と
の
不
倫
の
罪
の
意
識
か
ら
生
れ
た
も
の
に
朔
太
郎

の
「
浄
罪
詩
篇
」
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
月
に
吠
え
る
」
冒
頭
に
収
め

ら
れ
た
「
竹
と
そ
の
哀
傷
」
十
篇
を
中
心
と
す
る
詩
篇
で
あ
り
、
彼
は
は
じ
め
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こ
れ
ち
の
多
く
に
「
浄
罪
詩
篇
」
と
い
う
一
語
を
付
加
し
て
い
る
。
〈
つ
み
と

が
の
し
る
し
天
に
あ
ら
は
れ
V
 
〈
お
か
せ
る
罪
の
し
る
し
／
よ
も
に
現
は
れ

ぬ
V
（
冬
）
、
あ
る
い
は
〈
1
臓
悔
の
涙
し
た
た
り
て
〉
 
〈
凍
れ
る
松
が

枝
に
／
祈
れ
る
さ
ま
に
吊
さ
れ
ぬ
V
（
天
上
経
死
V
な
ど
の
詩
句
に
も
見
ら
れ

る
如
く
、
こ
の
ま
ぬ
が
れ
が
た
い
罪
の
意
識
は
つ
い
に
は
「
吊
さ
れ
た
臓
悔
者

の
凄
惨
な
イ
メ
ー
ジ
」
 
（
河
村
政
敏
）
に
ま
で
至
る
。
そ
こ
に
は
コ
旦
浄
罪

が
始
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
逃
れ
ら
れ
な
．
い
刑
罪
と
し
て
実
感
さ
れ
、
自
虐
的

神
経
に
作
用
さ
れ
て
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
、
つ
い
に
は
人
間
の
原
罪
的
な
思
念

に
ま
で
進
ん
で
ゆ
く
」
（
同
上
）
と
同
時
に
、
そ
の
「
浄
罪
」
と
い
う
発
想
自
体

が
「
恐
怖
」
 
「
罪
悪
感
」
 
「
痛
み
」
に
耐
え
つ
つ
「
自
虐
的
に
神
経
の
光
を
み

、
つ
め
」
、
そ
の
「
神
経
的
、
生
理
的
幻
覚
の
創
造
」
を
よ
り
根
源
的
に
深
め
、

掘
り
起
し
て
ゆ
く
媒
介
と
も
な
る
。
こ
こ
に
ひ
と
り
の
詩
人
を
め
ぐ
る
罪
意
識

と
作
品
創
造
の
契
合
、
相
関
の
機
微
が
深
く
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
罪
意
識
と
自

虐
の
相
乗
認
証
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
生
み
出
す
「
神
経
的
、
生
理
的
幻
覚
の
創

造
」
と
は
、
ま
さ
し
く
芥
川
の
「
歯
車
」
に
も
符
合
す
る
か
に
み
え
る
。
そ
こ

に
見
る
さ
ま
ざ
ま
な
病
的
幻
覚
は
、
そ
の
根
底
に
罪
の
意
識
を
含
む
。
 
「
復
讐

の
神
」
の
核
と
し
て
「
狂
人
の
娘
」
が
登
場
す
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
「
原

罪
的
な
思
念
」
の
極
ま
る
処
に
立
ち
現
れ
る
あ
の
「
天
上
総
死
」
の
凄
惨
な
イ

メ
ー
ジ
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
い
や
、
、
こ
の
次
元
に
於
て
は
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
が
そ
れ
を
語
る
の
は
ま
だ
少
し
後
の
こ
と
で
あ
る
。

 
，
「
浄
罪
詩
篇
」
は
、
朔
太
郎
に
お
け
る
「
罪
と
罰
」
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ

う
。
し
か
し
彼
は
「
浄
罪
」
の
世
界
に
の
め
り
込
み
つ
つ
、
そ
の
病
的
な
感
覚

の
錯
乱
と
不
安
の
果
て
に
t
も
は
や
一
切
の
詩
作
を
断
た
ざ
る
を
え
ぬ
危
機

を
迎
え
る
。
だ
が
一
年
近
い
（
大
4
・
6
～
5
・
4
）
沈
黙
と
危
機
の
底
か
ら

彼
を
救
っ
て
く
れ
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
（
特
に
「
罪

と
罰
」
に
お
け
る
マ
ル
メ
ラ
ー
ド
フ
の
告
白
に
象
徴
さ
れ
る
も
の
）
と
の
出
会
い

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
言
わ
ば
彼
の
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
イ
と
の
出
会
い
自
体
、
充
分
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
的
で
あ
っ
た
と
言
う

こ
と
が
出
来
よ
う
。
敢
て
言
え
ば
「
歯
車
」
 
一
篇
も
ま
た
、
芥
川
に
お
け
る

 
「
罪
と
罰
」
で
あ
り
、
彼
の
ひ
そ
か
な
意
図
も
ま
た
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

よ
い
。
し
か
し
、
彼
は
果
し
て
み
ず
か
ら
の
「
罪
と
罰
」
を
書
き
え
た
か

-
一
答
え
は
溜
り
で
あ
り
、
ま
た
否
で
あ
る
。
否
と
は
何
か
一
そ
れ
は
先
ず
、

 
「
狂
入
の
娘
」
が
ま
さ
に
「
復
讐
の
神
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
処
に
、
端
的

‘
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
如
く
彼
は
自
分
の
冒
し
た
最
も

深
い
罪
が
「
狂
人
の
娘
」
と
の
不
倫
に
あ
っ
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
な
が
ら
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

し
か
も
彼
は
い
ま
そ
れ
を
罪
な
ら
ぬ
罰
の
象
微
と
し
て
1
即
ち
「
復
讐
の

神
」
と
し
て
語
ろ
う
と
す
る
。
作
者
の
筆
は
こ
の
存
在
を
通
し
て
さ
ら
に
罪
そ

の
も
の
の
深
淵
に
追
る
の
で
は
な
く
、
一
転
し
．
て
人
間
の
ま
ぬ
が
れ
え
ざ
ち
性

的
「
親
和
力
」
の
指
摘
に
及
び
、
そ
れ
が
喜
び
で
あ
る
と
共
に
「
現
世
を
地
獄

に
す
る
」
も
の
で
あ
り
（
四
章
）
、
人
間
の
平
安
を
お
び
や
か
す
も
の
（
五

章
）
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
不
倫
の
罪
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間

の
逃
れ
え
ざ
る
宿
業
観
の
裡
に
収
敏
さ
れ
、
「
復
讐
の
神
-
狂
人
の
娘
」
は

三
章
の
宋
尾
に
登
場
し
た
ま
ま
で
、
こ
の
作
中
か
ら
消
え
て
ゆ
く
。
後
に
再
び

現
れ
る
「
復
讐
の
神
」
は
す
で
に
別
様
の
も
の
で
あ
る
。

 
い
ま
こ
こ
に
芥
川
に
お
け
る
「
罪
と
罰
」
を
め
ぐ
っ
て
、
い
さ
さ
か
の
考
察

を
試
み
て
来
た
わ
け
だ
が
、
あ
の
五
章
な
か
ば
の
錯
誤
を
め
ぐ
る
挿
話
は
、
極

め
て
象
徴
的
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
聖
書
の
神
を
語
り
つ
づ
け
る
「
屋
根
裏
の
隠

者
」
一
ひ
と
り
の
親
し
い
老
人
の
書
棚
か
ら
、
「
罪
と
罰
」
と
い
う
言
葉
に
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新
た
な
「
感
動
」
を
覚
え
、
借
り
て
帰
る
。
し
か
し
彼
が
偶
然
誓
い
た
頁
は
「

『
カ
ラ
マ
ゾ
フ
の
兄
弟
』
の
一
節
」
1
「
悪
魔
に
苦
し
め
ら
れ
る
イ
ヴ
ァ
ン
を
描

い
た
一
節
」
だ
っ
た
。
彼
は
「
綴
ぢ
違
へ
た
頁
を
開
い
た
こ
と
に
運
命
の
指
の

動
」
き
を
感
じ
つ
つ
、
イ
ヴ
ァ
ン
な
ら
ぬ
彼
「
自
身
」
の
姿
を
そ
こ
に
読
み
と

り
、
「
全
身
が
震
へ
る
の
を
感
」
ず
る
。
彼
は
「
運
命
」
の
手
に
し
い
ら
れ
た
皮

肉
な
錯
誤
を
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
錯
誤
の
皮
肉
さ
に
は
恐
ら
く
作
者
自

身
の
想
い
を
超
え
た
も
の
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
彼
が
イ
ヴ
，
ア
ン
の
悪
夢
に
「
ス

眠
り
ン
ド
ベ
ル
グ
を
、
モ
オ
パ
ス
サ
ン
を
」
、
さ
ら
に
は
世
紀
末
の
「
悪
鬼
に

つ
か
れ
た
」
 
（
或
阿
呆
の
一
生
）
自
身
の
影
を
見
出
し
え
た
と
し
て
も
、
つ
い

に
自
身
の
「
罪
と
罰
」
に
出
会
う
こ
と
は
、
辿
り
つ
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た

か
に
み
え
る
。
不
倫
の
罪
を
描
い
た
あ
の
「
新
生
」
の
主
人
公
を
評
し
て
「
練

減
な
偽
善
者
」
と
断
じ
た
彼
自
身
も
ま
た
、
つ
い
に
そ
の
本
来
の
土
壌
を
踏
み

超
え
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
「
歯
車
」
一
篇
の
真
の

主
題
は
、
む
し
ろ
そ
の
先
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
は
た
だ
別
様
の
意
味
に

於
て
自
身
の
「
罪
と
罰
」
を
書
き
え
た
と
も
言
え
る
。
そ
の
論
り
と
峠
一
彼

が
ま
さ
し
く
こ
の
国
の
近
代
に
殉
じ
た
作
．
家
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
意
味

に
於
て
自
身
の
つ
い
に
ま
ぬ
が
れ
え
な
か
っ
た
宿
運
と
錯
誤
を
、
乖
離
と
亀
裂

の
痛
み
を
一
そ
れ
が
自
身
の
し
い
ら
れ
た
「
罪
と
罰
」
で
あ
っ
た
と
す
る
竜

ら
ば
、
彼
は
死
を
前
に
し
つ
つ
な
お
、
充
分
明
晰
に
、
意
識
的
に
、
描
き
き
っ

て
み
せ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
意
味
に
於
て
第
五
章
「
赤
光
」
こ
そ
は
、
こ
の
作
の
最
も
核
心
的
な
部

分
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
あ
の
屋
根
裏
の
老
人
と
の
神
を
め
ぐ
る
問
答

-
・
「
心
神
を
」
 
「
神
の
子
の
基
督
を
」
 
「
基
督
の
行
っ
た
奇
蹟
を
」
 
「
信
じ

．
「
歯
車
」
論
 
-
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

さ
へ
す
れ
ば
…
」
と
言
う
老
人
に
向
っ
て
、
 
「
悪
魔
を
信
じ
る
こ
と
は
出
来
」

る
の
だ
が
と
い
う
彼
は
、
老
人
と
の
間
に
「
論
理
の
」
 
「
越
え
が
た
い
溝
」
を

感
ず
る
。
こ
の
異
和
感
を
伏
線
と
し
て
あ
の
無
気
味
な
「
赤
光
」
の
影
が
語

ら
れ
る
。
夜
の
往
来
で
彼
は
ふ
と
自
分
を
照
ら
す
「
無
気
味
に
も
赤
い
光
」
の

な
か
に
、
自
分
の
影
が
「
揺
れ
て
み
る
の
を
発
見
」
す
る
。
立
ち
ど
ま
っ
た
彼

の
前
に
、
な
お
も
影
は
揺
れ
つ
づ
け
る
。
 
「
怯
づ
怯
づ
」
と
「
ふ
り
返
っ
た
」

彼
の
目
に
写
っ
た
の
は
、
烈
し
い
風
の
な
か
に
揺
れ
る
バ
ア
の
軒
端
に
吊
さ
れ

た
「
色
硝
子
の
ラ
ン
タ
ア
ン
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
錯
誤
の
意
味
す
る
右
の
は
何

か
。
こ
の
「
赤
い
光
」
を
め
ぐ
る
場
面
の
前
後
で
、
酒
場
の
前
で
、
後
に
は
別

の
酒
場
の
な
か
で
、
彼
の
感
ず
る
疎
外
感
を
描
く
こ
と
を
作
者
は
忘
れ
て
は
い

な
い
。
彼
は
こ
の
「
神
経
さ
へ
常
人
の
や
う
に
丈
夫
に
な
れ
ば
」
と
思
う
。
彼

は
自
問
す
る
「
旨
け
れ
ど
も
僕
は
そ
の
為
に
は
ど
こ
か
へ
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
マ
ド
リ
ッ
ド
へ
、
リ
オ
へ
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
…
…
」
。
不
意

に
「
或
店
の
軒
に
吊
っ
た
、
白
い
小
型
の
看
板
」
が
彼
を
「
不
安
」
に
す
る
。

そ
こ
に
は
「
自
動
車
の
タ
イ
ァ
ア
に
翼
の
あ
る
商
標
」
が
描
か
れ
て
い
た
か
ら

だ
。
彼
は
「
人
工
の
翼
を
手
よ
り
に
」
し
な
が
ら
「
太
陽
の
光
に
翼
を
焼
か

れ
」
「
海
中
に
溺
死
し
」
た
「
古
代
の
吾
等
人
」
を
「
思
ひ
出
」
す
。
「
マ
ド

リ
ッ
ド
へ
、
リ
オ
へ
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
」
レ
彼
は
自
身
の
「
か
う
云
ふ
」

「
夢
を
嘲
笑
は
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
同
時
に
又
復
、
讐
の
神
に
追
は
れ

た
オ
レ
ス
テ
ス
を
考
へ
な
い
訣
に
も
行
か
な
か
っ
た
」
。
彼
は
自
分
の
夢
の
不

毛
を
し
た
た
か
に
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
同
時
に
彼
は
こ
の
不
毛
な
夢
の
背
後

に
、
自
身
を
束
縛
す
る
家
庭
の
、
日
常
の
、
無
気
味
な
愛
憎
に
み
ち
た
「
或
力

を
恐
れ
ず
に
は
み
ら
れ
な
」
・
い
。
こ
の
よ
う
な
不
安
を
断
ち
切
る
よ
う
に
し
て

ホ
テ
ル
に
帰
っ
た
彼
は
、
「
メ
リ
メ
エ
の
書
簡
集
」
を
読
み
つ
づ
け
る
。
「
そ
れ
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は
又
い
っ
か
僕
に
生
活
力
を
与
へ
て
る
た
」
。
 
（
こ
う
記
す
作
者
の
筆
の
に
が

さ
を
も
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
）
。
し
か
し
晩
年
の
「
メ
リ
メ
エ
の
新
教
徒
に

な
っ
て
み
た
こ
と
を
知
る
と
困
俄
か
に
仮
面
の
か
げ
に
あ
る
」
そ
の
顔
を
感
ぜ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
 
「
彼
も
亦
や
は
り
僕
等
の
や
う
に
暗
の
中
を
歩
い
て
み

る
一
人
だ
つ
た
。
暗
の
中
を
？
一
『
暗
夜
行
路
」
は
か
う
云
ふ
」
彼
に
は
い

っ
か
「
恐
し
い
本
に
変
り
は
ゆ
め
」
る
。
彼
は
「
憂
欝
を
忘
れ
る
為
に
『
ア
ナ

ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
対
話
集
」
を
読
み
は
じ
め
」
る
が
、
 
「
こ
の
近
代
の
牧

羊
神
も
や
は
り
十
字
架
を
荷
っ
て
み
た
」
こ
と
を
見
出
す
。
や
が
て
彼
は
一
束

の
郵
便
物
を
受
取
り
、
そ
の
悉
く
に
苛
立
つ
の
だ
が
、
最
後
に
ひ
ら
い
た
甥
か

ら
の
書
中
の
t
「
歌
集
『
赤
光
」
の
再
版
を
送
り
ま
す
か
ら
…
…
」
と
い
ヶ

言
葉
に
「
打
ち
の
め
」
さ
れ
て
し
ま
う
。
 
「
赤
光
1
」
彼
は
「
何
も
の
か
の
冷

笑
を
感
じ
」
 
「
部
屋
の
．
外
へ
避
難
す
る
」
。
ロ
ビ
イ
に
出
て
煙
草
に
火
を
つ
け

よ
う
と
す
る
時
、
 
「
人
工
の
翼
は
も
う
一
度
」
彼
の
「
目
の
前
に
浮
か
び
出
」

る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
の
推
移
が
何
を
語
っ
て
い
る
か
は
、
す
で
に
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
作
者
は
ま
さ
し
く
二
つ
の
「
赤
光
」
の
な
か
を
揺
れ
動
く
彼
自
身
の
影

を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
彼
は
そ
の
神
経
の
「
不
安
」
を
癒
し
て
く
れ
る

も
の
が
、
こ
の
風
土
か
ら
の
、
あ
る
い
は
日
常
か
ら
の
、
脱
出
で
あ
る
こ
と
を

想
い
、
西
欧
を
夢
見
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
不
毛
な
夢
想
で
あ
る
ζ
と
を
知
り
、

そ
の
し
た
た
か
な
挫
折
の
背
後
に
自
分
を
狙
う
、
あ
の
「
復
讐
の
神
」
を
感
じ

る
。
ま
た
彼
に
「
戦
闘
的
精
神
」
を
、
あ
る
い
億
「
生
活
力
」
を
さ
え
与
え

て
く
れ
る
紅
毛
文
人
の
仮
面
の
背
後
に
、
彼
等
の
「
神
」
を
、
つ
い
に
「
論

理
」
に
於
て
・
「
越
え
」
え
ざ
る
「
溝
」
の
彼
方
に
一
そ
め
深
い
影
を
見
出
さ
・

ず
に
は
居
ら
れ
な
い
。
こ
の
時
「
暗
夜
行
路
」
は
、
歌
集
「
赤
光
」
は
、
自

身
を
搏
ち
、
 
「
冷
笑
」
す
る
如
き
「
恐
ろ
し
い
」
相
貌
を
以
て
彼
に
迫
る
。
「
西

方
へ
の
夢
想
の
、
そ
の
白
い
「
人
工
の
翼
」
の
背
後
に
「
復
讐
の
神
」
を
感
ず

る
彼
は
ま
た
、
東
方
の
、
士
俗
の
黒
い
影
⑩
背
後
に
も
ま
た
、
 
「
何
も
の
か
の

冷
笑
」
を
、
別
の
「
復
讐
の
神
」
の
嘲
笑
を
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ
ぬ
。
部
屋
の

外
へ
「
避
難
」
し
た
彼
億
ふ
と
幻
聴
を
覚
え
る
。
 
「
発
狂
す
る
こ
と
を
恐
れ
な

が
ら
」
も
再
び
部
屋
へ
帰
り
、
「
或
精
神
病
院
へ
電
話
を
か
け
る
つ
も
り
だ
っ

た
が
、
そ
こ
へ
入
る
こ
と
は
」
 
「
死
ぬ
こ
と
に
変
ら
な
か
っ
た
」
。
彼
は
こ
の

恐
怖
を
紛
ら
す
た
め
に
「
罪
と
罰
」
を
読
も
う
と
す
る
の
だ
が
一
す
で
に
ふ

れ
た
如
く
彼
の
見
出
し
た
も
の
は
、
あ
の
イ
ヴ
ァ
ン
の
悪
夢
で
あ
る
。
言
わ
ば

乙
の
「
赤
光
」
一
章
は
、
彼
の
し
い
ら
れ
た
世
紀
末
的
「
悪
夢
」
の
全
貌
に
ほ

か
な
る
ま
い
。
し
か
し
イ
ヴ
ァ
ン
の
背
後
に
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
イ
の
神

を
、
ま
た
あ
の
メ
リ
メ
や
ア
ナ
ト
オ
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
神
を
持
ち
え
ぬ
と
す
れ

ば
一
彼
は
た
だ
悪
夢
の
果
て
ま
で
歩
み
つ
く
す
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
夢
を
剥

げ
ば
さ
ら
に
そ
の
底
か
ら
一
層
深
い
夢
が
立
ち
現
れ
る
一
自
己
処
罰
の
苛
酷

な
世
界
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
あ
る
ま
い
。
彼
は
イ
ヴ
ァ
ン
の
悪
夢
に
耐
え

か
ね
て
眠
ろ
う
と
す
る
が
、
催
眠
剤
は
す
で
に
な
い
。
や
む
な
く
「
絶
望
的
な

勇
気
を
」
ふ
る
い
な
が
ら
「
死
に
も
の
狂
い
に
ペ
ン
を
動
か
」
し
て
ゆ
く
。
薬

の
代
り
に
ペ
ン
を
執
る
と
は
、
い
か
に
も
皮
肉
な
こ
と
だ
。
9
し
か
し
作
者
の
筆

は
、
さ
ら
に
痛
烈
な
処
刑
の
棘
を
用
意
す
る
。

三

 
第
四
章
（
ま
だ
？
）
は
言
わ
ば
五
章
（
赤
光
）
の
序
奏
を
な
す
部
分
で
あ

り
、
作
者
は
主
人
公
の
ブ
ッ
キ
ッ
シ
ュ
な
一
面
を
、
そ
の
故
の
脆
弱
さ
や
「
現

世
」
的
な
も
の
へ
の
微
妙
な
嫌
悪
感
を
語
っ
て
い
る
。
彼
に
「
精
神
的
強
壮
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剤
」
を
与
え
る
も
の
は
書
物
の
世
界
で
あ
り
、
「
両
親
」
や
「
妻
子
」
を
も
忘

れ
し
め
る
ほ
ど
の
「
野
蛮
な
歓
び
」
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
創
作
三
昧
の

世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
あ
る
も
の
は
た
だ
「
僕
の
ペ
ン
か
ら
流
れ
出
し

た
命
だ
け
」
だ
と
い
う
作
者
の
筆
は
、
，
す
で
に
に
が
い
。
「
僕
の
誇
大
妄
想
は

か
う
云
ふ
時
に
最
も
著
し
か
っ
た
」
と
い
う
一
そ
こ
に
は
す
で
に
あ
の
「
戯

作
三
昧
」
や
「
地
獄
変
」
の
主
人
公
に
見
る
「
美
都
た
る
悲
壮
の
感
激
」
も
「

二
才
と
し
た
法
悦
の
輝
き
」
も
な
い
。
い
ま
再
び
五
章
後
半
に
、
ペ
ン
の
世
界

に
没
入
す
る
主
人
公
の
姿
を
描
く
の
だ
が
、
か
つ
て
は
（
四
章
）
創
作
時
の
昂

揚
し
た
気
分
の
な
か
で
「
ラ
・
モ
オ
ル
ー
死
」
と
い
う
言
葉
に
さ
え
「
可
笑

し
さ
」
を
感
じ
た
の
だ
が
、
，
い
ま
再
び
ペ
ン
を
置
い
た
ま
ど
ろ
み
の
な
か
に
、

彼
は
何
も
の
か
の
さ
さ
や
き
を
聴
く
一
「
い
①
象
9
三
〇
〇
曇
日
。
暮
」
。

 
す
で
に
作
者
の
筆
は
充
分
に
に
が
い
。
イ
ヴ
ァ
ン
の
悪
夢
な
ら
ぬ
、
彼
の
夢

の
最
も
深
い
部
分
に
現
れ
る
悪
魔
の
相
貌
が
、
あ
の
「
不
可
思
議
な
威
厳
」
に

み
ち
た
「
円
光
」
な
ら
ぬ
、
異
様
な
背
光
を
に
な
う
、
み
ず
か
ら
緯
れ
死
ん
だ
あ

の
不
吉
な
絵
師
の
姿
で
あ
っ
て
も
（
作
者
は
こ
の
「
地
獄
変
」
の
絵
師
良
秀
に
つ

い
て
ば
、
作
中
再
度
に
わ
た
り
ふ
れ
て
い
る
）
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ

に
彼
の
「
天
上
維
死
」
は
成
就
す
る
。
先
に
ふ
れ
た
別
様
の
「
罪
と
罰
」
と
は

こ
の
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 
-

 
「
無
気
味
な
赤
い
光
」
の
な
か
の
影
は
、
ラ
ン
タ
ァ
ン
は
、
彼
の
外
で
は
な

く
、
彼
の
頭
蓋
の
な
か
で
揺
れ
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。
イ
ヴ
ァ
ン
の
悪
夢
か
ら

自
身
の
悪
夢
の
果
て
に
ま
で
至
る
一
こ
の
夢
は
や
が
て
醒
め
ね
ば
な
る
ま

い
。
彼
が
家
へ
の
「
郷
愁
」
に
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
第
六

章
（
飛
行
機
）
は
、
彼
の
帰
路
の
描
写
か
ら
は
じ
ま
る
。
第
一
章
の
冒
頭
と
は
逆

に
、
彼
ば
」
 
「
東
海
道
線
の
或
停
車
場
か
ら
そ
の
奥
の
或
避
暑
地
へ
自
動
車
」

 
 
「
歯
車
」
論
 
-
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

で
帰
っ
て
来
る
。
 
「
運
転
手
は
な
ぜ
か
こ
の
寒
さ
に
古
い
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
を

ひ
っ
か
け
て
み
た
」
。
こ
の
無
気
味
な
照
合
に
彼
は
お
び
え
る
。
夢
は
醒
め
た

が
、
不
吉
な
予
兆
は
彼
を
追
い
つ
づ
け
る
。
家
庭
の
生
活
は
数
日
の
平
安
を
与

え
る
の
だ
が
、
再
び
不
安
な
病
的
知
覚
の
連
鎖
が
は
じ
ま
る
。
道
ば
た
に
捨
て

ら
れ
た
一
つ
の
鉢
が
「
庭
の
ま
わ
り
に
翼
ら
し
い
模
様
を
浮
き
上
ら
せ
て
る
」

る
の
だ
が
、
雀
た
ち
は
何
故
か
こ
の
鉢
の
あ
た
り
へ
来
る
と
「
言
ひ
合
は
せ
た

や
う
に
一
度
に
空
中
へ
逃
げ
の
ぼ
っ
て
行
」
く
。
こ
う
し
て
「
翼
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
再
び
登
場
す
る
の
だ
が
、
彼
の
夢
想
は
す
で
に
死
臭
を
漂
わ
せ
て
い
る
か

に
み
え
る
。
妻
の
実
家
で
談
笑
し
て
い
る
と
、
突
然
「
烈
し
い
飛
行
機
の
響

き
」
が
彼
等
を
驚
か
す
。
そ
れ
は
「
翼
を
誓
い
ろ
（
こ
の
作
で
は
不
吉
な
予
兆

を
あ
ら
わ
す
一
筆
者
註
）
に
塗
っ
た
」
単
葉
機
だ
が
、
頭
上
の
松
の
梢
に
ふ
れ

ん
ば
か
り
に
し
て
「
舞
ひ
上
つ
」
て
ゆ
く
。
弟
が
「
あ
あ
云
ふ
飛
行
機
に
乗
っ

て
み
る
」
人
間
は
、
い
っ
か
「
こ
の
地
面
の
空
気
に
堪
へ
ら
れ
な
い
や
う
に
な

っ
て
し
ま
う
の
」
・
だ
と
言
う
。
彼
は
や
が
て
『
妻
の
母
の
家
を
後
ろ
に
し
た

後
」
 
「
枝
一
つ
動
か
さ
な
い
松
林
の
申
を
歩
き
な
が
ら
、
ち
り
ぢ
り
憂
鯵
に
な

っ
て
行
」
く
。
，
「
な
ぜ
あ
の
飛
行
機
は
ほ
か
へ
行
か
ず
に
撲
の
頭
の
上
を
通
っ

た
の
で
あ
ら
う
？
」
。
行
手
に
み
え
る
「
ブ
ラ
ン
コ
台
」
は
「
絞
首
台
を
思
」

わ
せ
、
「
春
の
み
る
家
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
白
い
「
木
造
の
西
洋
家
屋
」
は
、
見

事
に
焼
け
失
せ
て
い
る
。
自
転
車
の
男
の
顔
が
死
ん
だ
「
姉
の
夫
の
顔
」
に
似

て
見
え
る
。
 
「
何
も
の
か
の
」
自
分
を
「
狙
っ
て
み
る
」
こ
と
が
不
安
を
高

め
、
「
半
透
明
な
歯
車
」
が
「
視
野
を
遮
」
る
。
彼
は
「
愈
々
最
後
の
時
の
近

づ
い
た
こ
ど
を
恐
れ
な
が
ら
、
射
す
ぢ
を
ま
つ
直
に
し
て
歩
い
て
」
行
く
。
歯
・

車
は
し
だ
い
に
数
を
増
レ
、
急
速
に
「
ま
は
り
は
じ
め
」
る
。
 
「
同
時
に
又
右

の
松
林
は
ひ
っ
そ
り
と
枝
を
か
わ
し
た
ま
ま
、
丁
度
細
か
い
切
子
硝
子
を
透
か
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し
て
見
る
や
う
に
な
り
は
じ
め
」
る
。
家
に
帰
っ
て
か
ら
も
「
烈
し
い
頭
痛
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ぶ
た

」
耐
え
て
眼
を
つ
ぶ
る
「
睡
の
裏
に
銀
色
の
羽
根
を
鱗
の
や
う
に
畳
ん
だ

翼
」
が
見
え
は
じ
め
る
。
こ
の
章
に
繰
返
さ
れ
る
翼
の
イ
メ
ー
ジ
や
飛
行
機

が
、
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
あ
な
た
は
「
電
気

の
両
極
に
似
て
み
る
の
か
な
。
何
し
ろ
反
対
な
も
の
を
一
し
ょ
に
持
っ
て
る

る
」
と
弟
が
言
う
。

 
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
一
す
で
に
こ
こ
に
は
、
後
の
「
西
方
の
人
」
に

描
か
れ
た
あ
の
二
つ
の
極
t
「
永
遠
に
超
え
ん
と
す
る
も
の
」
と
「
永
遠
に

守
ら
ん
と
す
る
も
の
」
と
の
さ
な
か
を
揺
れ
る
自
身
の
像
が
、
あ
ざ
や
か
に
定

着
さ
れ
て
い
る
。
 
「
枝
一
つ
動
か
さ
ぬ
」
松
林
は
明
ら
か
に
現
実
そ
の
も
の
の

シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
彼
は
た
だ
「
ち
り
ぢ
り
」
と
「
彫
工
に
」
な
る
。
松
の
梢

に
ふ
れ
ん
ば
か
り
に
舞
い
上
る
飛
行
機
に
、
彼
が
何
を
見
た
か
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
彼
が
描
こ
う
と
し
た
も
の
は
、
両
極
の
い
ず
れ
か
へ
の
帰
着
で

は
な
い
。
そ
れ
が
自
分
の
し
い
ら
れ
た
矛
盾
で
あ
り
、
亀
裂
で
あ
り
、
ま
た
同

時
に
、
に
な
い
ぬ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
的
な
課
題
、
ま
た
可
能
性
で
あ
る
な
ら

ば
、
彼
は
最
後
ま
で
そ
れ
に
耐
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
前
章
に
於
て
は
、
主
人
公
の

夢
を
世
紀
末
的
夢
想
の
根
無
し
草
的
な
虚
し
さ
と
し
て
、
深
い
絶
望
感
の
裡
に

語
っ
た
か
に
み
え
る
作
者
の
筆
は
、
こ
こ
に
一
転
し
て
、
そ
れ
が
自
身
の
し
い

ら
れ
た
生
の
構
図
の
基
底
に
深
く
発
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
、
そ
れ
が

避
け
え
ざ
る
自
己
の
宿
運
で
あ
り
、
資
質
．
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
を
よ
し
と

し
て
引
き
受
け
る
以
外
は
あ
る
ま
い
。
 
「
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
」
1
・
彼
は
最
後

の
時
ま
で
「
歯
す
ぢ
を
ま
つ
直
に
し
て
」
，
歩
み
つ
づ
け
る
ほ
か
は
な
い
。
こ
こ

に
こ
の
作
の
頭
尾
を
つ
ら
ぬ
く
モ
チ
ー
フ
は
成
就
す
る
。

 
来
る
べ
き
死
と
は
、
も
は
や
い
か
な
る
挫
折
で
も
解
決
で
も
、
ま
た
い
ず
れ

か
へ
の
帰
着
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
彼
の
し
い
ら
れ
た
課
題
の
増
外

の
こ
と
だ
。
 
「
誰
か
僕
の
眠
っ
て
み
る
う
ち
に
そ
っ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る
も

の
は
な
い
か
？
」
1
こ
の
鮒
尾
の
言
葉
に
ふ
れ
て
、
 
「
書
き
過
ぎ
で
あ
る
ば

か
り
で
な
く
、
否
味
（
い
や
み
）
で
あ
る
、
と
さ
へ
思
ふ
」
と
は
宇
野
浩
二
の

評
す
る
処
だ
が
、
こ
れ
は
何
の
誇
飾
で
も
な
く
、
彼
の
実
感
に
す
ぎ
ぬ
。
死
は

た
だ
、
し
ず
か
な
終
止
符
で
あ
れ
ば
い
い
。
自
裁
の
原
因
は
、
た
だ
「
ぼ
ん
や

り
し
た
不
安
」
そ
れ
で
充
分
だ
。
問
題
は
死
が
、
彼
の
生
そ
の
も
の
を
一
個
の

文
体
と
化
せ
し
め
て
く
れ
る
こ
と
だ
。
あ
の
終
末
の
場
面
で
、
彼
は
一
瞬
不
安

に
み
ち
た
妻
の
眼
か
ら
自
分
を
見
る
。
そ
れ
は
彼
の
「
一
生
の
中
で
も
最
も
恐

し
い
経
験
だ
つ
た
」
が
一
こ
の
他
者
の
眼
は
、
つ
い
に
彼
の
も
の
で
は
な
い
。

「
歯
車
」
と
は
何
か
。
人
々
は
屡
々
そ
の
晩
期
の
作
に
ふ
れ
つ
つ
芥
川
の
開
示

す
る
内
部
世
界
の
意
義
を
問
わ
ん
と
し
て
、
 
「
西
方
の
人
」
を
「
或
阿
呆
の
一

生
」
を
、
あ
る
い
は
「
河
童
」
を
語
る
。
し
か
し
「
歯
車
」
こ
そ
は
彼
の
内
面

の
軌
条
を
、
そ
の
深
さ
を
、
比
喩
な
ら
ぬ
、
仔
情
の
断
章
な
ら
ぬ
、
小
説
の
手

法
を
真
向
か
ら
踏
ま
え
つ
つ
最
も
あ
ざ
や
か
に
語
り
え
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

そ
の
感
傷
も
粉
飾
も
彼
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
は
自
己
の
稚

さ
、
脆
弱
さ
へ
の
自
己
憐
欄
は
あ
っ
て
も
、
・
意
外
に
ナ
ル
シ
シ
ス
ム
の
影
は

射
し
て
い
な
い
。
こ
の
作
が
冒
頭
に
記
し
た
如
く
、
彼
の
内
部
の
「
世
紀
末
」

の
総
決
算
で
あ
り
、
最
後
の
報
告
書
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
 
「
地
獄
」
の
底

か
ら
、
深
き
淵
よ
り
天
上
を
、
神
々
な
ら
ぬ
「
神
」
の
世
界
を
仰
ぐ
構
図
が
、

彼
の
脳
裡
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
筈
は
あ
る
ま
い
。
た
し
か
に
彼
は
さ
り
気
な

く
、
そ
れ
を
記
し
た
。
読
者
は
覚
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
i
第
二
章
な
か
ば

に
、
彼
は
ひ
と
つ
の
祈
り
を
記
し
て
い
る
。
「
神
よ
、
我
を
罰
b
給
へ
。
怒
り

給
ふ
こ
と
勿
れ
。
恐
ら
く
は
我
滅
び
ん
」
1
彼
は
み
ず
か
ら
の
「
堕
ち
た
地
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へ

獄
を
感
じ
」
な
が
ら
、
 
「
か
う
い
ふ
祈
疇
も
こ
の
瞬
間
に
は
お
の
つ
か
ら
僕
の

唇
に
の
ぼ
ら
な
い
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
恐
ら
く
日
本
の
近
代
文

学
の
作
中
に
、
こ
の
よ
う
に
痛
切
な
深
い
祈
り
が
記
さ
れ
た
箇
所
は
殆
ん
ど
あ

る
ま
い
。
悪
魔
は
信
じ
ら
れ
て
も
神
は
信
じ
ら
れ
ぬ
ど
い
う
主
人
公
を
し
て
、

な
お
か
っ
こ
の
よ
う
な
祈
り
を
告
白
せ
し
め
て
い
る
ご
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
祈
り
は
い
か
に
も
「
世
紀
宋
」
的
で
あ
り
、
ま
た
正
統
的
で
さ
え

あ
る
。
し
か
も
な
お
か
つ
、
こ
の
切
実
た
る
べ
き
祈
り
が
、
ど
こ
か
ス
タ
テ
ィ

ッ
ク
で
あ
り
、
充
分
な
内
面
よ
り
の
衝
迫
力
を
感
じ
さ
せ
な
い
の
も
事
実
で
あ

る
。
こ
の
矛
盾
は
何
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま
し
い

 
こ
の
祈
り
が
、
恐
ら
く
は
マ
タ
イ
伝
十
章
に
み
る
「
身
を
殺
し
て
雲
魂
を
こ

ろ
し
得
ぬ
者
ど
も
を
催
る
な
。
身
と
雲
離
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
を
お

そ
れ
よ
」
と
い
う
聖
句
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
聖
句

に
対
応
し
た
も
の
に
は
、
周
知
の
如
く
太
宰
の
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
 
（
昭
2
2

・
1
）
、
あ
る
い
は
「
斜
陽
」
 
（
昭
2
2
・
7
～
1
0
）
が
φ
る
。
し
か
し
太
宰
が
こ

の
聖
句
の
意
味
を
転
倒
せ
し
め
て
、
「
何
だ
か
わ
か
ら
ぬ
愛
の
た
め
に
、
恋
の
た

め
に
、
そ
の
悲
し
さ
の
た
め
に
、
身
と
雲
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
、

あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と
言
ひ
張
り
た
い
の
だ
」
 
（
斜
陽
）
と
い
う

1
神
な
ら
ぬ
人
間
讃
歌
の
、
自
己
の
情
念
へ
の
没
入
の
、
王
子
と
．
し
て
使
っ

て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
見
る
も
の
は
ま
た
、

単
な
る
不
敵
な
人
間
宣
言
の
み
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
に
は
太
宰
と
い
う
す
ぐ

れ
て
倫
理
的
な
作
家
の
、
自
己
断
罪
の
逆
説
的
表
現
も
ま
た
み
ら
れ
る
。
滅
び

は
占
罪
め
断
罪
は
、
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
っ
て
下
す
ほ
か
は
な
い
。
し
か
し
芥

川
に
塗
る
も
の
は
、
滅
び
へ
の
情
念
と
い
う
よ
り
も
、
詠
嘆
、
あ
る
い
は
諦
観

に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
恐
ら
く
は
我
滅
び
ん
」
と
は
、
神
の
怒
り
の
故
に

「
歯
車
」
論
．
一
芥
川
文
学
の
基
底
を
な
す
も
の
一

と
い
う
正
統
的
な
理
解
を
含
み
つ
つ
、
な
お
反
面
、
こ
の
国
の
伝
統
的
心
情
、

そ
の
諦
観
、
詠
嘆
を
も
含
む
か
に
み
え
る
。
こ
の
構
造
が
こ
の
祈
り
を
正
統
と

目
さ
せ
つ
つ
、
一
面
極
め
て
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
感
じ
さ
せ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
は
こ
の
祈
り
の
含
む
二
重
性
、
あ
る
い
は
一
種
の
曖
昧
さ
、
肉
感
の
不

確
か
さ
の
な
か
に
、
彼
の
語
ら
ん
と
し
た
「
世
紀
末
」
世
界
の
限
界
も
あ
っ
た

と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
こ
こ
で
も
「
日
本
的
優
情
」
 
（
福
田
恒
存
）
の

．
回
外
に
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
・

 
「
彼
は
鋭
い
頭
脳
の
為
に
地
上
を
見
ず
に
は
み
ら
れ
な
い
な
が
ら
、
や
は
り

柔
か
い
心
臓
の
為
に
天
上
を
見
ず
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
」
 
（
「
文
芸
的
な
余

り
に
文
芸
的
な
」
）
と
は
、
独
歩
を
評
し
た
芥
川
の
言
葉
だ
が
、
こ
れ
は
ま
た

彼
自
身
を
も
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
歯
車
」
も
ま
た
こ
の
天
上
と
地
上
の
構

図
を
見
事
に
切
り
と
っ
て
み
せ
た
．
も
の
だ
が
、
こ
の
土
壌
の
制
約
か
ら
彼
も
ま

た
充
分
に
ま
ぬ
が
れ
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
彼
の
し
い
ら
れ
た
不

幸
も
、
ま
た
栄
光
も
あ
っ
た
と
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

 
〔
付
記
〕
 
本
稿
と
関
連
あ
る
も
の
と
し
て
拙
稿
「
芥
川
に
お
け
る
神
一

『
歯
車
」
を
め
ぐ
っ
て
」
 
（
「
国
文
学
」
昭
4
5
・
1
1
）
が
あ
る
。
本
稿
と
か
な

り
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
「
歯
車
」
に
お
け
る
「
神
」
の
問
題
を
論
じ
た
も

の
で
．
あ
る
。
神
と
神
々
と
、
西
方
と
東
方
と
の
問
題
は
、
芥
川
に
お
け
る
中
心

課
題
で
あ
り
ハ
芥
川
は
こ
れ
を
作
中
で
は
屡
々
よ
り
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
か
た
ち
で

表
わ
し
て
い
る
が
、
堀
辰
雄
は
こ
れ
を
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
に
於
て
継
承
し

た
も
の
と
言
え
よ
う
。
堀
に
切
支
丹
物
を
書
く
構
想
が
あ
り
、
か
な
り
準
備
を

し
て
い
た
こ
と
は
夫
人
か
ら
戴
い
た
書
簡
中
に
も
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
実

現
し
て
い
た
な
ら
ば
と
は
、
し
き
り
に
想
わ
れ
る
処
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
文
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中
斉
藤
茂
吉
の
「
赤
光
」
に
ふ
れ
た
部
分
が
あ
る
が
、
茂
吉
を
評
し
て
「
近
代

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
て

の
日
本
の
文
芸
は
横
に
西
洋
を
模
倣
し
な
が
ら
、
竪
に
は
日
本
の
土
に
根
ざ
し

た
独
自
性
の
表
現
に
志
し
て
み
る
」
 
「
茂
吉
は
こ
の
竪
横
の
両
面
を
最
高
度
に

具
へ
た
歌
人
で
あ
る
」
 
（
「
僻
見
」
）
と
い
う
芥
川
の
言
葉
は
、
よ
く
知
ら
れ

る
処
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
中
に
志
賀
の
「
暗
夜
行
路
」
と
重
ね
合
せ
て
、

土
俗
的
世
界
か
ら
の
疎
外
に
、
あ
い
対
峙
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
。
そ
こ
に
は
も
と
よ
め
作
者
の
深
い
実
感
が
裏
打
ち
さ
れ
て
い

る
が
、
同
時
に
彼
が
こ
こ
に
描
か
ん
と
し
た
生
の
（
あ
る
い
は
文
学
の
）
基
底

の
構
図
の
、
一
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
面
の
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
見
落
し
て

は
な
る
ま
い
。
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