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て
し
ま
う
。
こ
の
結
果
、
何
で
も
な
い
は
ず
の
「
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
」、「
翼
」

な
ど
に
「
死
」、「
狂
気
」
と
い
っ
た
暗
号
や
、
神
話
／
世
紀
末
作
家
の
運
命
と

の
相
似
を
見
出
し
て
恐
怖
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
背
景
に
自
分
を
見
て
い
る

「
何
も
の
か
」
を
想
定
し
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
が
自
己
中
心
的
な
近
代
人
の

思
考
の
陥
穽
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
も
の
だ
。

　

先
行
研
究
で
は
、
物
語
の
表
現
や
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
は
一
通
り
行
わ
れ

て
き
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
ま
だ
充
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
芥
川
文
学
で
は
異
質
な
「
何
も
の
か
」、「
運
命
」、「
復
讐
の
神
」
と

い
っ
た
存
在
が
登
場
す
る
理
由
と
、「
僕
」
が
こ
の
物
語
を
「
書
い
て
い
る
」

こ
と
を
意
識
的
に
語
る
理
由
の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
「
僕
」
が
、
現
実
世
界

を
超
え
た
「
神
」
の
よ
う
な
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
存
在
に
見
ら
れ
、
支
配
さ

れ
て
い
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
「
過
去
の
自
分
」
を
「
現
在
の

自
分
」
が
見
て
、
書
い
て
い
る
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
見
る
」

こ
と
や
「
書
く
」
こ
と
を
通
し
て
『
歯
車
』
で
は
「
僕
」
よ
り
上
位
の
存
在
を

想
定
す
る
よ
う
に
、
メ
タ
の
視
点
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
見
る
」
こ
と
や
「
書
く
」
こ
と
を
通
し
て
、
テ
ク
ス
ト
が
メ
タ
構
造
化

さ
れ
る
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
。
そ
の
こ
と
が
近
代
人
の
敗
北
と
い
う
主
題
と

関
わ
っ
て
い
な
い
か
。
こ
の
論
で
は
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

　

第
一
章
で
は
、『
歯
車
』
を
起
点
に
、
芥
川
文
学
に
固
有
の
メ
タ
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
『
歯
車
』
に
お
け
る
「
何
も
の
か
」
や
、
書
い
て

い
る
作
者
と
し
て
の
「
僕
」
の
描
写
を
抜
き
出
し
、
テ
ク
ス
ト
の
基
本
的
な
構

造
を
確
認
す
る
。
第
二
節
に
お
い
て
、『
歯
車
』
の
構
造
が
、
芥
川
の
初
期
作

品
に
共
通
す
る
点
を
説
明
す
る
。
第
三
節
で
は
、
初
期
作
品
つ
ま
り
芥
川
文
学

の
出
発
点
が
、
メ
タ
構
造
を
為
す
《
作
者
》
意
識
に
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

そ
の
《
作
者
》
意
識
が
、
近
代
知
識
人
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
以
降
の
作
品
に

序
章

　

芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
は
、
一
九
二
七
年
六
月
に
『
大
調
和
』
で
「
一　

レ

エ
ン
・
コ
オ
ト
」
の
部
分
の
み
が
『
歯
車
』
の
題
を
冠
し
て
発
表
さ
れ
、
同
年

七
月
の
〈
作
者
〉
芥
川
龍
之
介
の
死
後
、
同
十
月
の
『
文
藝
春
秋
』
で
全
編
が

遺
稿
と
し
て
公
開
さ
れ
た
。〈
作
者
〉
芥
川
と
「
僕
」
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む

こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、〈
作
者
〉
の
自
殺
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な

出
来
事
と
の
関
連
も
含
め
て
比
較
的
注
目
さ
れ
て
き
た
作
品
と
言
え
る
。
そ
の

た
め
、『
歯
車
』
を
扱
っ
た
研
究
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
が
、
そ
の
文

学
的
分
析
と
し
て
は
お
お
よ
そ
二
つ
の
論
に
大
別
で
き
る
。

　

一
つ
は
、
芥
川
文
学
に
特
異
な
言
葉
や
表
現
に
着
目
し
た
研
究
だ
1
。『
歯

車
』
に
登
場
す
る
錯
覚
や
暗
号
、「
僕
」
の
関
連
妄
想
、
執
拗
な
二
項
対
立
な

ど
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
だ
。
そ
れ
ら
は
全
て
「
僕
」
の
心
的
な
イ
メ
ー
ジ

の
反
映
で
あ
り
、
歪
ん
だ
主
観
性
を
帯
び
て
い
る
。
つ
ま
り
客
観
的
な
観
察
や

判
断
が
崩
れ
去
る
こ
と
で
、
自
己
の
陥
っ
た
苦
痛
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
最

た
る
象
徴
が
、
視
界
を
遮
る
「
歯
車
」
で
あ
る
と
い
う
論
だ
。

　

ま
た
「
僕
」
の
客
観
的
観
察
が
崩
れ
る
要
因
を
、
近
代
人
の
理
性
の
限
界
に

求
め
た
も
の
が
見
ら
れ
る
2
。「
僕
」
は
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
情
報
か
ら
、

作
家
で
あ
り
、
銀
座
通
り
を
遊
歩
す
る
都
会
人
で
あ
り
、「
物
質
主
義
者
」
で

あ
り
、
典
型
的
な
「
近
代
人
」
だ
。
物
語
の
序
盤
で
「
僕
」
の
観
察
は
未
だ
有

効
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
自
分
中
心
で
世
界
を
見
て
い
る
と
い
う
自
意
識

は
、
家
庭
の
束
縛
や
金
銭
／
女
性
問
題
に
よ
る
不
安
と
憂
鬱
に
苛
ま
れ
る
彼
に

悪
い
方
向
で
作
用
す
る
。
周
囲
の
物
や
視
線
が
全
て
自
分
に
向
け
ら
れ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
敵
意
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
妄
想
が
生
ま
れ
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に
僕
を
嘲
る
何
も
の
か
を
感
じ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。
何
も
の
か

を

―
？　

し
か
し
僕
の
物
質
主
義
は
神
秘
主
義
を
拒
絶
せ
ず
に
は

ゐ
ら
れ
な
か
つ
た
。（
二
）

②�　

僕
は
砂
利
を
敷
い
た
門
の
中
を
眺
め
、「
漱
石
山
房
」
の
芭
蕉
を
思

ひ
出
し
な
が
ら
、
何
か
僕
の
一
生
も
一
段
落
の
つ
い
た
こ
と
を
感
じ
な

い
訣
に
は
行
か
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
墓
地
の
前
へ
十
年
目
に

僕
を
つ
れ
て
来
た
何
も
の
か
を
感
じ
な
い
訣
に
も
行
か
な
か
つ
た
。

（
二
）

③�　

し
か
し
昼
間
は
晴
れ
て
ゐ
た
空
も
い
つ
か
も
う
す
つ
か
り
曇
つ
て
ゐ

た
。
僕
は
突
然
何
も
の
か
の
僕
に
敵
意
を
持
っ
て
い
る
の
を
感
じ
、
電

車
線
路
の
向
う
に
あ
る
或
カ
ツ
フ
エ
へ
避
難
す
る
こ
と
に
し
た
。（
三
）

④�　

そ
れ
等
の
紙
屑
は
光
の
加
減
か
、
い
づ
れ
も
薔
薇
の
花
に
そ
つ
く
り

だ
つ
た
。
僕
は
何
も
の
か
の
好
意
を
感
じ
、
そ
の
本
屋
へ
は
ひ
つ
て
行

つ
た
。（
四
）

⑤�　

赤
光
！　

僕
は
何
も
の
か
の
冷
笑
を
感
じ
、
僕
の
部
屋
へ
避
難
す
る

こ
と
に
し
た
。（
五
）

⑥�　

何
も
の
か
の
僕
を
狙
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
一
足
毎
に
僕
を
不
安
に
し
出

し
た
。
そ
こ
へ
半
透
明
な
歯
車
も
一
つ
づ
つ
僕
の
視
野
を
遮
り
出
し

た
。
僕
は
愈
最
後
の
時
の
近
づ
い
た
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
、
頸
す
ぢ
を

ま
つ
直
に
し
て
歩
い
て
行
つ
た
。（
六
）

引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
て
い
く
。

　

第
二
章
で
は
、
メ
タ
構
造
が
『
歯
車
』
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
に
至
る
経
緯

と
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
一
節
で
は
、
中
後
期
の
芥
川
文

学
の
流
れ
か
ら
、
近
代
知
識
人
像
の
変
遷
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。
第
二
節

で
、『
歯
車
』
に
お
け
る
近
代
知
識
人
像
が
、
芥
川
文
学
全
体
の
流
れ
に
沿
っ

た
形
で
登
場
す
る
こ
と
を
述
べ
、
第
三
節
で
は
、
本
来
な
ら
「
僕
」
は
メ
タ
構

造
を
為
し
え
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
不
可
能
で
あ
る
は
ず
の
メ
タ
構

造
を
完
成
さ
せ
た
要
因
と
、
メ
タ
構
造
が
作
品
に
与
え
る
効
果
を
検
証
す
る
。

　

結
論
で
は
こ
れ
ま
で
の
論
を
整
理
し
て
ま
と
め
、
芥
川
文
学
全
体
に
つ
い
て

「
メ
タ
構
造
」
と
「
近
代
人
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
を
述
べ
る
。

第
一
章
　『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
と
《
作
者
》
意
識

第
一
節　
『
歯
車
』
に
お
け
る
メ
タ
構
造

　

第
一
節
で
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
が
ど
の
よ
う
な

形
態
を
と
る
か
に
つ
い
て
整
理
と
確
認
を
行
う
。
最
初
に
芥
川
文
学
に
異
質
な

「
運
命
」「
何
も
の
か
」「
復
讐
の
神
」
等
に
該
当
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
並
置

し
、
次
に
「
現
在
の
自
分
」
が
「
過
去
の
自
分
」
を
書
く
と
い
う
構
成
に
な
っ

て
い
る
箇
所
を
抜
き
出
す
。（
※
丸
数
字
は
、
各
項
目
の
通
し
番
号
。
下
の
括

弧
数
字
は
章
番
号
）

「
何
も
の
か
」

①�　

僕
は
あ
ら
ゆ
る
罪
悪
を
犯
し
て
ゐ
る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
。
し
か
も

彼
等
は
何
か
の
機
会
に
僕
を
先
生
と
呼
び
つ
づ
け
て
ゐ
た
。
僕
は
そ
こ
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②�　

す
る
と
或
寝
台
の
上
に
ミ
イ
ラ
に
近
い
裸
体
の
女
が
一
人
こ
ち
ら
を

向
い
て
横
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
又
僕
の
復
讐
の
神
、

―
或
狂

人
の
娘
に
違
ひ
な
か
つ
た
。
…
…
（
三
）

③�　

マ
ド
リ
ツ
ド
へ
、
リ
オ
ヘ
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
、

―
僕
は
か
う

云
ふ
僕
の
夢
を
嘲
笑
は
な
い
訣
に
は
行
か
な
か
つ
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
つ
た
。

（
五
）

「
誰
か
」、「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
等

①　

ペ
ン
は
僕
に
も
不
思
議
だ
つ
た
く
ら
ゐ
、
ず
ん
ず
ん
原
稿
用
紙
の
上

を
走
つ
て
行
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
も
二
三
時
間
の
後
に
は
誰
か
僕
の
目
に

見
え
な
い
も
の
に
抑
へ
ら
れ
た
や
う
に
と
ま
つ
て
し
ま
つ
た
。（
四
）

②�　
「M

rs.�T
ow
nshead

…
…
」

　

�　

何
か
僕
の
目
に
見
え
な
い
も
の
は
か
う
僕
に
囁
い
て
行
つ
た
。
ミ
セ

ス
・
タ
ウ
ン
ズ
ヘ
ツ
ド
な
ど
と
云
ふ
名
は
勿
論
僕
の
知
ら
な
い
も
の
だ

つ
た
。（
五
）

③�　

し
か
し
又
誰
か
僕
の
耳
に
か
う
云
ふ
言
葉
を
囁
い
た
の
を
感
じ
、
忽

ち
目
を
醒
ま
し
て
立
ち
上
が
つ
た
。

　
　
「le�diable�est�m

ort

」（
五
）

④�　

僕
は
動
悸
の
高
ま
る
の
を
感
じ
、
何
度
も
道
ば
た
に
立
ち
止
ま
ら
う

と
し
た
。
け
れ
ど
も
誰
か
に
押
さ
れ
る
や
う
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
さ
へ

「
運
命
」①�　

し
か
し
僕
の
手
の
震
へ
て
ゐ
る
こ
と
は
僕
自
身
は
つ
き
り
意
識
し
て

ゐ
た
。
給
仕
は
容
易
に
や
つ
て
来
な
か
つ
た
。
僕
は
苛
立
た
し
さ
よ
り

も
苦
し
さ
を
感
じ
、
何
度
も
ベ
ル
の
鈕
を
押
し
た
、
や
つ
と
運
命
の
僕

に
教
へ
た
「
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
」
と
云
ふ
言
葉
を
了
解
し
な
が
ら
。

（
一
）

②�　

し
か
も
彼
の
一
生
の
悲
喜
劇
は
多
少
の
修
正
を
加
へ
さ
へ
す
れ
ば
、

僕
の
一
生
の
カ
リ
カ
テ
ユ
ア
だ
つ
た
。
殊
に
彼
の
悲
喜
劇
の
中
に
運
命

の
冷
笑
を
感
じ
る
の
は
次
第
に
僕
を
無
気
味
に
し
出
し
た
。（
二
）

③�　

そ
れ
か
ら
「
地
獄
変
」
の
主
人
公
、

―
良
秀
と
云
ふ
画
師
の
運

命
だ
つ
た
。
そ
れ
か
ら
…
…
僕
は
巻
煙
草
を
ふ
か
し
な
が
ら
、
か
う
云

ふ
記
憶
か
ら
逃
れ
る
為
に
こ
の
カ
ツ
フ
エ
の
中
を
眺
め
ま
は
し
た
。

（
三
）

④�　

僕
は
こ
の
製
本
屋
の
綴
ぢ
違
へ
に
、

―
そ
の
又
綴
ぢ
違
へ
た
頁

を
開
い
た
こ
と
に
運
命
の
指
の
動
い
て
ゐ
る
の
を
感
じ
、
や
む
を
得
ず

そ
こ
を
読
ん
で
行
つ
た
。（
五
）

「
復
讐
の
神
」

①�　

僕
は
こ
の
本
屋
の
店
を
後
ろ
に
人
ご
み
の
中
を
歩
い
て
行
つ
た
。
い

つ
か
曲
が
り
出
し
た
僕
の
背
中
に
絶
え
ず
僕
を
つ
け
狙
つ
て
ゐ
る
復
讐

の
神
を
感
じ
な
が
ら
。
…
…
（
二
）
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え
る
存
在
（「
僕
」
を
見
て
い
る
者
）
で
あ
り
、
言
葉
や
物
を
提
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
僕
」
の
未
来
を
暗
示
す
る
存
在
（「
僕
」
が
知
る
以
上
の
こ
と
を

知
る
者
）
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
「
何
も
の
か
」
は
「
僕
」
が
直
視
で
き
ず
、
た
だ
、
現
実
世
界

の
外
側
（
メ
タ
）
か
ら
「
僕
」
に
物
体
や
言
葉
を
通
し
て
暗
示
を
与
え
る
神
秘

的
な
存
在
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
描
写
に
よ
っ
て
、「
僕
」
は
上
位
の
存
在

―
「
何
も
の
か
」
に

狙
わ
れ
（
見
ら
れ
）、
運
命
を
言
葉
で
示
さ
れ
る
（
語
ら
れ
る
）
構
造
が
見
え

て
く
る
。
注
目
す
べ
き
は
「
僕
」
は
錯
覚
に
囚
わ
れ
て
正
常
な
観
察
（
見
る
）

が
で
き
ず
、
作
家
と
し
て
創
作
（
書
く
／
語
る
）
が
進
ま
ず
苦
し
ん
で
い
る
こ

と
だ
。「
僕
」
は
「
見
る
」
者
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
者
に
な
り
、「
書
く
」
者
か

ら
「
書
か
れ
る
」
者
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
主
体
性
を
失
い
、
受
動
的
な
態
度

へ
陥
っ
た
結
果
、
ま
す
ま
す
「
僕
」
は
「
何
『々
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
つ
た
』

と
い
う
他
律
的
な
限
定
辞
を
媒
介
と
し
て
、
超
越
的
、「
神
秘
主
義
」
的
な
外

界
察
知
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
」（
副
田
）
の
で
あ
っ
た
3
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

自
身
の
問
題
の
根
本
的
原
因
（
ま
た
は
行
動
の
責
任
）
を
「
何
も
の
か
」、「
運

命
」、「
復
讐
の
神
」
に
求
め
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
自
ら
を
神
か
ら
見
捨
て
ら
れ

て
身
動
き
が
取
れ
な
い
悲
劇
の
主
人
公
と
認
知
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
図
1

は
、「
僕
」
の
認
知
に
基
づ
く
、
現
実
が
メ
タ
化
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
）
さ
れ

る
構
図
で
あ
る
（
黒
線
の
矢
印
は
、「
見
る
／
書
く
／
語
る
」
行
為
を
表
し
て

い
る
。
点
線
は
「
僕
」
が
「
暗
号
」
や
「
錯
覚
」
を
通
し
て
し
か
、
そ
の
存
在

を
認
識
で
き
な
い
こ
と
を
示
す
）。

容
易
で
は
な
か
つ
た
。
…
…
（
六
）

　

以
上
が
「
何
も
の
か
」「
運
命
」「
復
讐
の
神
」
等
に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。

「
何
も
の
か
」
で
は
、
①
「
僕
を
嘲
る
」、
②
「
つ
れ
て
来
た
」、
③
「
敵
意
」、

④
「
好
意
」、
⑤
「
冷
笑
」、
⑥
「
狙
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
意
思
を
備

え
て
「
僕
」
の
行
動
を
観
察
し
、
感
情
を
差
し
向
け
る
存
在
と
し
て
描
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
運
命
」
で
は
、
③
の
み
が
「
そ
の
人
の
行
く
末
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
①
「
教
へ
た
」、
②
「
冷
笑
」、
④

「
指
」
と
い
う
よ
う
に
擬
人
化
さ
れ
て
い
る
。「
復
讐
の
神
」
も
、
①
が
や
は
り

「
僕
」
を
「
つ
け
狙
つ
て
ゐ
る
」
架
空
の
存
在
で
あ
り
、
②
は
夢
の
中
で
「
或

狂
人
の
娘
」
と
い
う
現
実
の
存
在
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
③
で
は
「
復
讐
の

神
」
と
い
う
想
像
が
、
オ
レ
ス
テ
ス
が
母
殺
し
に
よ
っ
て
復
讐
の
女
神
に
追
わ

れ
た
神
話
を
由
来
と
し
て
い
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
。
他
に
も
「
誰
か
」
や

「
目
に
見
え
な
い
も
の
」
と
い
っ
た
表
現
で
、
何
か
し
ら
の
超
自
然
の
存
在
が

想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
解
で
き
る
。

　

こ
れ
ら
の
描
写
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、「
僕
」
が
想
像
（
妄
想
）
す
る
架

空
の
存
在
の
性
質
が
整
理
で
き
る
。
ま
ず
、
具
体
的
な
人
格
を
持
つ
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。「
僕
」
を
狙
っ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
「
何
も
の

か
」
で
あ
っ
て
特
定
さ
れ
る
よ
う
な
個
人
で
も
な
け
れ
ば
、
人
間
の
よ
う
な
性

格
も
持
た
な
い
。「
或
狂
人
の
娘
」
を
「
復
讐
の
神
」
と
呼
ぶ
例
外
が
あ
る
が
、

先
の
例
全
て
が
「
或
狂
人
の
娘
」
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
妄
想

だ
と
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。「
復
讐
の
神
」
の
表
象
の
一
つ
が
「
或
狂
人
の

娘
」
な
の
だ
ろ
う
。
続
い
て
「
復
讐
の
神
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
神
に
近
い
存

在
で
あ
る
こ
と
、「
僕
」
の
目
に
は
見
え
ず
、
気
配
や
視
線
を
感
じ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
は
「
僕
」
を
つ
け
狙
い
、
冷
笑
や
嘲
笑
を
加
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想
で
あ
り
、「
い
ま
」
も
短
編
を
「
書
き
つ
づ
け
て
ゐ
る
」「
僕
」
の
存
在
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
（
こ
れ
よ
り
前
の
語
り
に
、
回
想
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
は

明
示
さ
れ
て
い
な
い
）。「
僕
」
が
時
制
上
、「
過
去
」
と
「
現
在
／
い
ま
」
で

分
裂
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
。

　

た
だ
し
四
章
の
冒
頭
で
こ
の
短
篇
は
書
き
終
わ
る
。「
僕
は
こ
の
ホ
テ
ル
の

部
屋
に
や
つ
と
前
の
短
篇
を
書
き
上
げ
、
或
雑
誌
に
送
る
こ
と
に
し
た
」（
四
）

と
い
う
記
述
で
、
再
び
時
制
が
「
現
在
」
に
追
い
付
い
た
か
の
よ
う
に
思
え
る

の
だ
が
、
後
者
②
の
登
場
で
再
び
「
過
去
」
の
回
想
へ
と
引
き
戻
さ
れ
る
。
こ

こ
で
は
「
僕
は
も
う
こ
の
先
を
書
き
つ
づ
け
る
力
を
持
つ
て
ゐ
な
い
」
と
語
ら

れ
て
お
り
、
以
前
ま
で
の
語
り
は
現
在
の
「
僕
」
の
た
だ
の
回
想
や
口
述
で
は

な
く
、
小
説
と
し
て
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
立
て
て
、
読
者
へ
向
け
て
「
書
き
つ
づ

け
」
ら
れ
た
過
去
の
出
来
事
だ
と
わ
か
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
「
僕
」
は
「
作

者
」
と
し
て
過
去
の
出
来
事
を
作
品
化
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
事
実
は
、
②
の

文
章
に
よ
っ
て
初
め
て
明
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

現
在
の
「
僕
」
か
ら
見
れ
ば
、
過
去
の
「
僕
」
は
「
書
く
」
対
象
で
あ
る
。

作
者
で
あ
る
以
上
、
過
去
の
自
分
に
つ
い
て
、
何
を
書
い
て
何
を
書
か
な
い
か

と
い
う
選
択
を
す
る
自
由
が
あ
る
。
蓮
實
重
彦
「
接
続
詞
的
世
界
の
破
綻

―
芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
を
読
む

―
説
話
論
の
観
点
か
ら
」4
で
は
、

物
語
冒
頭
に
「
僕
」
が
「
披
露
宴
」
へ
「
出
発
」
し
、
そ
の
「
帰
還
」
が
予
期

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
説
話
論
」
的
な
物
語
と
し
て
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
私
小
説
な

ど
で
は
な
く
、
完
全
な
「
虚
構
の
散
文
」
で
あ
り
、『
歯
車
』
に
は
「
物
語
構

築
へ
の
意
志
が
強
固
に
現
存
」
し
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
そ
し
て

虚
構
の
物
語
で
あ
る
な
ら
ば
、「
何
を
語
り
何
を
語
ら
ず
に
お
く
か
は
、
話
者

の
統
禦
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
論
に
お
い
て
は
、

図
1

1 
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次
に
、「
現
在
の
僕
」
が
「
過
去
の
僕
」
を
書
い
て
い
る
と
い
う
も
う
一
つ

の
メ
タ
構
造
を
確
認
す
る
。
該
当
す
る
の
は
二
箇
所
あ
る
。

①�　

僕
は
い
ま
も
そ
の
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
前
の
短
篇
を
書
き
つ
づ
け
て
ゐ

る
。
真
夜
中
の
廊
下
に
は
誰
も
通
ら
な
い
。
が
、
時
々
戸
の
外
に
翼
の

音
の
聞
え
る
こ
と
も
あ
る
。
ど
こ
か
に
鳥
で
も
飼
つ
て
あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
。（
一
）

②�　

―
僕
は
も
う
こ
の
先
を
書
き
つ
づ
け
る
力
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。

か
う
云
ふ
気
も
ち
の
中
に
生
き
て
ゐ
る
の
は
何
と
も
言
は
れ
な
い
苦
痛

で
あ
る
。
誰
か
僕
の
眠
つ
て
い
る
う
ち
に
そ
つ
と
絞
め
殺
し
て
く
れ
る

も
の
は
な
い
か
？
（
六
）

　

前
者
①
は
一
章
「
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
」
の
末
尾
で
あ
る
。
生
前
に
一
章
の
み

の
単
体
で
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
一
章
だ
け
で
も
独
立
し

た
短
編
と
し
て
読
め
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
た
い
。
①
②
と
も
に
話
の
末
尾
で
語

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
を
読
む
と
、
以
前
ま
で
語
り
は
「
過
去
」
の
回
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ば
、
そ
う
い
っ
た
筋
を
把
握
し
、「
出
発
」
か
ら
「
帰
還
」
の
よ
う
な
最
低
限

の
プ
ロ
ッ
ト
や
体
裁
を
保
つ
の
は
自
明
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
あ

え
て
先
の
①
②
で
作
者
で
あ
る
自
分
を
登
場
さ
せ
、
書
い
て
い
た
こ
と
を
宣
言

し
た
と
こ
ろ
に
「
書
い
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
た
い
「
僕
」
の
強
い
意
思
を
見

出
せ
る
。

　
「
僕
」
は
苦
し
み
な
が
ら
も
『
歯
車
』
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
立
て
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
「
書
く
」
力
を
認
め
る
行
為
は
、
書
い
て
促
さ
ず
と
も
読

者
に
委
ね
れ
ば
良
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、「
僕
」
は
自
分
の
苦
境
だ
け
で

な
く
、
自
分
に
残
さ
れ
た
「
書
く
」
力
に
ど
う
し
て
も
気
付
い
て
欲
し
い
。
そ

の
ジ
レ
ン
マ
か
ら
出
た
の
が
章
末
の
二
箇
所
で
は
な
い
か
。「
こ
の
先
を
書
き

つ
づ
け
る
力
を
持
っ
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、「
こ
れ
ま
で
書
き
つ
づ
け

る
力
を
持
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
言
葉
の
裏
返
し
で
あ
る
。
誰
か
に
「
絞
め
殺
し

て
く
れ
る
」
こ
と
を
期
待
す
る
「
僕
」
は
一
瞬
で
そ
の
主
体
性
を
手
放
し
て
し

ま
う
も
の
の
、
こ
こ
に
「
書
き
つ
づ
け
た
い
」、「
作
者
」
で
あ
り
続
け
た
い
意

思
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
作
者
」
と
し
て
の
「
僕
」
の
登
場
に
は
、
自
分
を
「
見
る
／
書
く
／
語
る
」

力
を
失
っ
た
人
間
と
し
て
さ
ら
け
出
し
た
く
な
い
と
い
う
、
意
地
や
含
羞
が
込

め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
こ
れ
は
「
運
命
」
を
登
場
さ
せ
た
と
き
（
自

ら
の
受
動
性
／
不
随
意
と
い
う
弱
体
化
を
表
現
し
た
い
）
と
正
反
対
の
意
思
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
僕
」
に
は
、
近
代
人
の
敗
北
と
い
う
テ
ー
マ
の
た
め
に
過
去

の
自
分
を
「
書
く
」
力
を
失
っ
た
人
間
に
し
た
い
と
い
う
意
思
と
、
そ
れ
に
矛

盾
す
る
、
自
分
に
も
「
書
く
」
力
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
主
張
を
入
れ
込
み
た

い
意
思
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
僕
」
は
自
己
の
窮
地
を
「
運
命
」

の
物
語
と
し
て
徹
底
的
に
貶
め
て
暴
露
し
た
い
衝
動
に
よ
っ
て
図
1
の
構
造
を

作
り
上
げ
た
も
の
の
、
自
分
を
「
作
者
」
の
地
位
か
ら
完
全
に
転
落
さ
せ
る
こ

〈
作
者
〉
芥
川
と
、
作
品
『
歯
車
』
と
の
関
係
を
解
説
し
て
い
る
が
、「
現
在
」

の
「
僕
」
が
「
作
者
」
と
し
て
「
過
去
」
の
「
僕
」
を
物
語
化
し
て
い
る
と
い

う
関
係
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
「
過
去
」
の
「
僕
」
は
「
見
ら
れ
る
／
書
か
れ
る
／
語
ら
れ
る
」
存

在
で
あ
り
、「
現
在
」
の
「
僕
」
は
「
書
き
／
語
り
／
見
る
」
優
位
の
存
在
で

あ
る
。
メ
タ
構
造
が
こ
こ
に
も
登
場
し
て
い
る
（
図
2
）。

図
2

2 
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「
僕
」
の
分
裂
は
、
結
果
的
に
「
～
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
～
せ
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
」「
～
さ
れ
る
」
と
い
う
受
動
性
／
不
随
意
に
陥
っ
た
自
分
を

「
過
去
」
に
付
与
し
て
切
り
離
し
、
現
在
の
自
分
に
「
見
る
／
書
く
／
語
る
」

主
体
性
を
復
元
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
「
何
も
の
か
」「
運

命
」
等
に
支
配
さ
れ
る
「
僕
」
は
「
過
去
の
僕
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
図

式
は
結
合
で
き
る
（
図
3
）。
過
去
の
「
僕
」
は
「
運
命
」
に
支
配
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
「
運
命
」
や
「
錯
覚
」
す
ら
「
書
い
て
」
し
ま
う
の
が
現
在
の

「
僕
」
で
あ
る
。
現
在
の
「
僕
」
は
何
が
自
分
の
運
命
で
あ
り
、
自
分
が
何
を

見
て
、
何
を
感
じ
、
何
を
考
え
て
い
た
か
俯
瞰
し
、
客
観
視
し
、
把
握
し
て
プ

ロ
ッ
ト
を
組
み
立
て
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
読
者
を
想
定
し
た
小
説
で
あ
る
な
ら
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旧
記
に
よ
る
と
、
仏
像
や
仏
具
を
打
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、

金
銀
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
路
ば
た
に
つ
み
重
ね
て
、
薪
の
料
に

売
つ
て
ゐ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

　

作
者
は
さ
つ
き
、「
下
人
が
雨
や
み
を
待
つ
て
ゐ
た
」
と
書
い
た
。

　

そ
の
上
、
今
日
の
空
模
様
も
少
か
ら
ず
、
こ
の
平
安
朝
の
下
人
の

Sentim
entalism

e

に
影
響
し
た
。

『
鼻
』（『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
二
月
）6

　

内
供
の
自
尊
心
は
、
妻
帯
と
云
ふ
や
う
な
結
果
的
な
事
実
に
左
右
さ
れ

る
為
に
は
、
余
り
に
デ
リ
ケ
イ
ト
に
出
来
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

　

内
供
が
、
理
由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
不
快
に
思
つ
た
の

は
、
池
の
尾
の
僧
俗
の
態
度
に
、
こ
の
傍
観
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な

く
感
づ
い
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

『
仙
人
』（『
新
思
潮
』
一
九
一
六
年
八
月
）7

　

こ
の
話
を
、
久
し
い
以
前
に
、
何
か
の
本
で
見
か
け
た
作
者
は
、
遺
憾

な
が
ら
、
そ
れ
を
、
文
字
通
り
記
憶
し
て
ゐ
な
い
。
そ
こ
で
、
大
意
を
支

那
の
も
の
を
翻
訳
し
た
ら
し
い
、
日
本
文
で
書
い
て
、
こ
の
話
の
完
り
に

附
し
て
置
か
う
と
思
ふ
。

『
芋
粥
』（『
新
小
説
』、
一
九
一
六
年
九
月
）8

　

ど
ち
ら
に
し
て
も
時
代
は
さ
し
て
、
こ
の
話
に
大
事
な
役
を
、
勤
め
て

と
へ
の
逡
巡
か
ら
、
図
2
の
構
造
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
て
図
3
の
よ
う
な

二
重
の
メ
タ
構
造
が
構
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

図
3
　『
歯
車
』
の
構
造

3 

  

図
３ 

『
歯
車
』
の
構
造 
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「「復復讐讐のの神神」」  
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語 
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 「「僕僕」」  

過

去 

第
二
節　

初
期
作
品
と
『
歯
車
』
に
お
け
る
《
作
者
》
の
共
通
点

　

第
一
節
で
、『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
に
〈
語
り
手
〉「
僕
」
の
弱
体
化
を
表
現

し
た
い
意
思
と
、「
書
く
」
こ
と
で
作
品
を
支
配
す
る
「
作
者
」
と
し
て
君
臨

し
た
い
意
思
を
読
み
取
っ
た
。
以
降
こ
れ
ら
二
つ
の
意
思
は
相
反
す
る
も
の
で

あ
り
な
が
ら
、
こ
の
矛
盾
が
そ
の
ま
ま
〈
作
者
〉
芥
川
の
創
作
態
度
や
作
品
の

傾
向
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
く
。
こ
の
節
で
は
、

『
歯
車
』
と
、
歴
史
物
に
代
表
さ
れ
る
初
期
作
品
と
の
構
造
上
の
共
通
点
を
確

認
す
る
。

　
『
歯
車
』
の
特
徴
で
あ
っ
た
「
作
者
」
と
思
わ
れ
る
人
物
の
登
場
は
、
初
期

の
作
品
に
よ
く
見
ら
れ
た
構
造
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
『
羅
生
門
』『
鼻
』『
芋

粥
』『
仙
人
』
を
例
に
と
っ
て
本
文
を
引
用
し
て
み
る
。

『
羅
生
門
』（
初
出
『
帝
国
文
学
』、
一
九
一
五
年
十
一
月
）5
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こ
れ
は
『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
と
共
通
し
て
い
る
。『
歯
車
』
も
現
実
を
生

き
る
「
僕
」
を
「
神
話
」
的
に
死
へ
導
か
れ
る
物
語
の
主
人
公
に
見
立
て
、
そ

れ
を
「
作
者
を
名
乗
る
〈
語
り
手
〉
／
現
在
の
僕
」（
以
降
、〈
作
者
〉
芥
川
と

区
別
し
て
《
作
者
》
と
表
記
す
る
）
が
書
い
て
い
る
と
い
う
構
造
の
テ
ク
ス
ト

だ
っ
た
。
で
は
初
期
作
品
に
お
い
て
、
な
ぜ
《
作
者
》
が
顔
を
覗
か
せ
て
、
近

代
的
な
視
点
か
ら
、
解
説
を
加
え
る
よ
う
な
「
メ
タ
行
為
」
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
第
三
節
で
検
討
す
る
。

第
三
節　

初
期
の
創
作
態
度
と
し
て
の
《
作
者
》

　

第
二
節
に
お
い
て
、
初
期
作
品
の
傾
向
と
し
て
《
作
者
》（
つ
ま
り
「
作
者
」

を
名
乗
る
〈
語
り
手
〉）
が
登
場
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
節
で
は
、《
作

者
》
が
登
場
す
る
意
義
を
考
察
す
る
。
そ
れ
は
芥
川
文
学
の
根
底
を
支
え
る
も

の
で
あ
り
、『
歯
車
』
に
も
見
ら
れ
た
「
書
く
」
こ
と
で
作
品
を
支
配
し
た
い

意
思
を
説
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、〈
作
者
〉
芥
川
が
初
期
に
創
作
を
す
る
上
で
ど
の
よ
う
な
態
度
を

と
っ
て
い
た
か
。
芥
川
の
創
作
意
識
が
そ
の
ま
ま
《
作
者
》
と
も
共
通
す
る
点

が
あ
る
と
仮
定
し
て
考
察
す
る
。
二
点
を
引
用
し
て
み
る
。

『
私
と
創
作

―
「
煙
草
と
悪
魔
」
の
序
に
代
ふ

―
』

（『
文
章
世
界
』
一
九
一
七
年
七
月
）12

　

書
い
て
ゐ
る
時
の
心
も
ち
を
云
ふ
と
、
拵
へ
て
ゐ
る
と
云
ふ
気
よ
り
、

育
て
て
ゐ
る
と
云
ふ
気
が
す
る
。
人
間
で
も
事
件
で
も
、
そ
の
本
来
の
動

き
方
は
た
つ
た
一
つ
し
か
な
い
。
そ
の
一
つ
し
か
な
い
も
の
を
そ
れ
か
ら

そ
れ
へ
と
見
つ
け
な
が
ら
書
い
て
行
く
と
云
ふ
気
が
す
る
。
一
つ
そ
れ
を

ゐ
な
い
。
読
者
は
唯
、
平
安
朝
と
云
ふ
、
遠
い
昔
が
背
景
に
な
つ
て
い
る

と
云
ふ
事
を
、
知
つ
て
さ
へ
ゐ
て
く
れ
れ
ば
、
よ
い
の
で
あ
る
。

　

生
憎
旧
記
に
は
、
そ
れ
が
伝
わ
つ
て
ゐ
な
い
。

　

一
体
旧
記
の
著
者
な
ど
と
云
ふ
者
は
、
平
凡
な
人
間
や
話
に
、
余
り
興

味
を
持
た
な
か
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
点
で
、
彼
等
と
日
本
の
自
然
派
の
作

家
と
は
、
大
分
ち
が
ふ
。
王
朝
時
代
の
小
説
家
は
、
存
外
、
閑
人
で
な
い
。

　

例
え
ば
『
羅
生
門
』
で
問
題
と
な
る
の
は
、
出
典
を
「
旧
記
」
と
呼
ぶ
こ
と

だ
。
こ
れ
は
つ
ま
り
近
代
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
そ
し
て
「
作
者
」
を
名
乗
る

〈
語
り
手
〉
が
登
場
し
て
訂
正
と
解
説
を
付
与
し
、
平
安
朝
の
下
人
に

「Sentim
entalism

e

」
と
い
う
仏
語
の
形
容
を
す
る
こ
と
だ
9
。『
鼻
』、『
芋

粥
』、『
仙
人
』
で
も
同
様
に
、
材
料
と
し
て
の
「
旧
記
」
な
ど
と
い
っ
た
書
物

が
あ
り
、
横
文
字
の
形
容
詞
を
与
え
、「
作
者
」
が
登
場
す
る
な
ど
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
元
に
な
っ
た
話
が
存
在
し
、
近
代
人
の
「
作
者
」
が
地
の
文
を
書
き

改
め
て
い
る
と
い
う
構
造
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
同
時
期
の
『
手
巾
』（『
中
央

公
論
』
一
九
一
六
年
十
月
）10
で
「
読
者
」
と
い
う
語
が
出
た
り
、「
こ
の
話
を

自
分
は
母
か
ら
聞
い
た
。
母
は
そ
れ
を
自
分
の
大
叔
父
か
ら
聞
い
た
と
云
つ
て

ゐ
る
。
話
の
真
偽
は
知
ら
な
い
」
か
ら
始
ま
る
『
孤
独
地
獄
』（『
新
思
潮
』

一
九
一
六
年
四
月
）11
で
「
倦
怠
」
に
「
ア
ン
ニ
ユ
イ
」
と
い
う
ル
ビ
を
振
っ

た
り
す
る
よ
う
に
、
初
期
作
品
に
お
い
て
こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

芥
川
文
学
の
出
発
点
に
お
い
て
、
複
層
構
造
が
既
に
完
成
し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
構
造
と
は
「
現
実
の
世
界
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
物
語
と
し
て
「
語
り
」
の

場
に
持
ち
出
さ
れ
、「
作
者
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
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と
は
『
羅
生
門
』
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
、『
鼻
』
に
お
け
る
「
傍
観
者
の

利
己
主
義
」
と
い
っ
た
、
時
代
を
超
え
て
通
ず
る
人
間
の
本
質
や
自
然
の
摂
理

で
あ
り
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
読
者
に
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

す
る
と
初
期
作
品
に
《
作
者
》
が
登
場
す
る
理
由
も
説
明
で
き
る
。
メ
タ
的
に

登
場
し
て
解
説
を
加
え
る
の
は
、
こ
の
小
説
が
意
図
的
に
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ

て
い
る
こ
と
の
確
認
と
、
読
者
の
関
心
を
《
作
者
》
の
意
図
し
た
テ
ー
マ
へ
と

誘
導
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、〈
作
者
〉
芥
川
が
小
説
で
達
成
し

た
い
目
標
が
わ
か
る
。
近
代
人
た
る
〈
作
者
〉
か
ら
近
代
人
〈
読
者
〉
へ
の

「
知
識
」
の
共
有
と
伝
達
だ
。「
旧
記
」
の
よ
う
な
た
だ
の
物
語
で
は
な
く
、

テ
ー
マ
を
含
む
「
小
説
」
を
書
い
て
い
る
と
い
う
、
強
烈
な
近
代
人
意
識
こ
そ

芥
川
の
出
発
点
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
芸
術
そ
の
他
』（『
新
潮
』

一
九
一
九
年
十
一
月
）14
で
書
か
れ
た
、「
芸
術
活
動
は
ど
ん
な
天
才
で
も
、
意

識
的
な
も
の
だ
」
と
い
う
態
度
も
、
技
巧
に
よ
り
生
じ
る
芸
術
的
効
果
を
、
作

家
は
完
全
に
把
握
す
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
態

度
と
一
致
す
る
。

　

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
意
識
が
生
じ
た
か
と
い
っ
た
作
家
個
人
や
時
代
背
景
の
問

題
は
、
本
筋
か
ら
逸
れ
る
た
め
詳
述
は
避
け
る
。
た
だ
し
芥
川
は
、
西
洋
の
世

紀
末
文
学
や
哲
学
に
親
し
み
、
外
国
文
学
の
影
響
下
に
あ
っ
た
先
蹤
の
日
本
人

作
家

―
漱
石
や
自
然
主
義
作
家
た
ち
を
、
小
説
の
手
本
と
し
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
小
説
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
リ
ア
リ
ズ

ム
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
科
学
的
な
実
証
主
義
で
あ
り
、
物
質
主
義
で
、

客
観
性
と
合
理
性
に
基
づ
い
た
思
想
だ
。
芥
川
に
と
っ
て
小
説
を
書
き
、
テ
ー

マ
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
（
唯
一
絶
対
の
真
理
）
を
物
語
と
い
う

形
式
か
ら
導
き
出
す
作
業
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
の
科
学
者
が

自
然
の
法
則
を
観
察
と
実
験
か
ら
証
明
す
る
よ
う
に
、
近
代
人
作
家
た
る
芥
川

見
つ
け
損
ふ
と
、
も
う
そ
れ
よ
り
先
へ
は
す
ゝ
ま
れ
な
い
。
す
ゝ
め
ば
、

必
ず
無
理
が
出
来
る
。
だ
か
ら
、
始
終
注
意
を
張
り
詰
め
て
ゐ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
は
り
つ
め
て
ゐ
て
も
、
僕
な
ど
は
、
ま
だ
見
の
が
し
て
し
ま

ふ
。
そ
れ
が
兎
に
角
苦
し
い
。

　

基
本
的
な
創
作
態
度
は
、
人
間
や
事
件
を
「
見
て
」「
書
く
」
と
い
う
も
の

だ
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
則
っ
た
観
察
と
筆
記
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

『「
昔
」』（『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
八
年
一
月
一
日
）13

　

今
僕
が
昔
か
ら
捉
へ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
く
と
す
る
。
さ
う
し
て
そ
の

テ
エ
マ
を
芸
術
的
に
最
も
力
強
く
表
現
す
る
為
に
は
、
或
異
常
な
事
件
が

必
要
に
な
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
異
常
な
事
件
な
る
も
の
は
、
異
常
な

だ
け
そ
れ
だ
け
、
今
日
こ
の
日
本
に
起
つ
た
事
と
し
て
は
書
き
こ
な
し
悪

い
、
も
し
強
て
書
け
ば
、
多
く
の
場
合
不
自
然
の
感
を
読
者
に
起
さ
せ

て
、
そ
の
結
果
折
角
の
テ
エ
マ
ま
で
も
犬
死
を
さ
せ
る
事
に
な
つ
て
し

ま
ふ
。

〈
中
略
〉

　

し
か
し
お
伽
噺
と
違
つ
て
小
説
は
小
説
と
云
ふ
も
の
の
要
約
上
、
ど
う

も
「
昔
々
」
だ
け
書
い
て
す
ま
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
訳
に
は
行
か
な
い
。
そ

こ
で
略
（
ほ
ぼ
）
時
代
の
制
限
が
出
来
て
来
る
。

　

題
材
を
昔
に
採
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
小
説
」
で
あ
る
以
上
、
近

代
的
テ
ー
マ
を
表
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
宣
言
で
あ
る
。
芥
川
に

と
っ
て
「
小
説
」
は
、「
お
伽
噺
」
や
「
旧
記
」（
古
典
）、
切
支
丹
文
学
、
戯

作
な
ど
と
も
違
う
。「
或
テ
エ
マ
」
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
テ
エ
マ
」
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教
え
、
伝
え
る
こ
と
で
真
理
へ
と
近
づ
い
て
い
く
も
の
だ
。
当
然
自
ら
も
本
と

い
う
形
で
発
見
を
加
え
る
こ
と
で
進
歩
に
助
力
し
て
い
く
。
そ
れ
を
最
も
体
現

で
き
る
の
が
、
近
代
人

―
特
に
知
識
人
（
イ
ン
テ
リ
）
層
だ
っ
た
。
芥
川

は
小
説
で
テ
ー
マ
に
よ
る
教
化
を
試
み
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
通
じ
る
部
分
が

あ
る
。

�

ま
た
こ
の
頃
の
こ
と
は
『
歯
車
』
で
も
回
想
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
の
自
分

が
イ
カ
ロ
ス
の
よ
う
に
人
工
の
翼
（
理
知
）
を
得
て
太
陽
（
神
）
へ
と
近
づ
こ

う
と
し
た
と
い
う
描
写
だ
。『
或
阿
呆
の
一
生
』（『
改
造
』
一
九
二
七
年
十

月
）16
と
併
せ
て
「
人
工
の
翼
」
に
関
す
る
描
写
を
確
認
す
る
。

　

僕
は
こ
の
商
標
に
人
工
の
翼
を
手
よ
り
に
し
た
古
代
の
希
臘
人
を
思
ひ

出
し
た
。
彼
は
空
中
に
舞
ひ
上
が
つ
た
揚
句
、
太
陽
の
光
に
翼
を
焼
か

れ
、
と
う
と
う
海
中
に
溺
死
し
て
ゐ
た
。（『
歯
車
』「
五
」）

　

彼
は
こ
の
人
工
の
翼
を
ひ
ろ
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
が
つ
た
。
同

時
に
又
理
知
の
光
を
浴
び
た
人
生
の
歓
び
や
悲
し
み
は
彼
の
目
の
下
へ
沈

ん
で
行
つ
た
。
彼
は
見
す
ぼ
ら
し
い
町
々
の
上
へ
反
語
や
微
笑
を
落
し
な

が
ら
、
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
つ
直
ぐ
に
太
陽
へ
登
つ
て
行
つ
た
。

丁
度
か
う
云
ふ
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光
り
に
焼
か
れ
た
為
に
と
う
と
う
海

へ
落
ち
て
死
ん
だ
昔
の
希
臘
人
も
忘
れ
た
や
う
に
。
…
…
（『
或
阿
呆
の

一
生
』「
十
九　

人
工
の
翼
」）

　
〈
作
者
〉
芥
川
は
、
近
代
人
《
作
者
》
と
し
て
作
品
内
で
メ
タ
的
に
登
場
し

て
、
神
に
代
わ
っ
て
振
る
舞
う
。
そ
し
て
「
旧
記
」
や
現
実
世
界
を
見
下
ろ
し

て
、
テ
ー
マ
を
取
り
出
し
、
理
知
を
振
り
か
ざ
し
て
小
説
を
書
い
て
い
た
の

は
物
語
の
中
で
、
観
察
と
実
験
を
し
て
、
実
証
可
能
な
人
間
の
本
質
を
証
明
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

言
う
な
れ
ば
、
小
説
は
哲
学
書
や
科
学
の
論
文
と
同
様
に
「
本
」
で
あ
り
、

そ
の
「
本
」
さ
え
読
め
ば
人
間
そ
の
も
の
が
理
解
で
き
る
と
い
う
考
え
だ
。

『
大
導
寺
信
輔
の
半
生

―
或
精
神
的
風
景
画

―
』（『
中
央
公
論
』

一
九
二
五
年
一
月
）15
に
は
、
人
生
を
知
る
た
め
に
街
頭
の
行
人
を
眺
め
る
の

で
は
な
く
、
本
を
読
も
う
と
し
た
信
輔
（
芥
川
の
幼
少
期
を
投
影
し
た
少
年
）

が
出
て
来
る
。
こ
の
回
想
が
以
上
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

か
う
言
ふ
信
輔
は
当
然
又
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
本
の
中
に
学
ん
だ
。
少
く

と
も
本
に
負
ふ
所
の
全
然
な
い
も
の
は
一
つ
も
な
か
つ
た
。
実
際
彼
は
人

生
を
知
る
為
に
街
頭
の
行
人
を
眺
め
な
か
つ
た
。
寧
ろ
行
人
を
眺
め
る
為

に
本
の
中
の
人
生
を
知
ら
う
と
し
た
。
そ
れ
は
或
は
人
生
を
知
る
に
は
迂

遠
の
策
だ
つ
た
の
か
も
知
れ
な
か
つ
た
。
が
、
街
頭
の
行
人
は
彼
に
は
只

行
人
だ
つ
た
。
彼
は
彼
等
を
知
る
為
に
は
、

―
彼
等
の
愛
を
、
彼
等

の
憎
悪
を
、
彼
等
の
虚
栄
心
を
知
る
為
に
は
本
を
読
む
よ
り
外
は
な
か
つ

た
。
本
を
、

―
殊
に
世
紀
末
の
欧
羅
巴
の
産
ん
だ
小
説
や
戯
曲
を
。

彼
は
、
そ
の
冷
た
い
光
の
中
に
や
つ
と
彼
の
前
に
展
開
す
る
人
間
喜
劇
を

発
見
し
た
。〈
中
略
〉
こ
の
「
本
か
ら
現
実
」
へ
は
常
に
信
輔
に
は
真
理

だ
つ
た
。（「
五　

本
」）

　

こ
れ
と
対
照
的
な
の
は
、
神
の
み
が
真
理
を
理
解
し
て
お
り
、
唯
一
の
書
物

で
あ
る
聖
書
だ
け
を
信
じ
る
近
代
以
前
の
態
度
だ
。
啓
蒙
思
想
以
後
の
近
代
人

の
目
標
は
、
神
と
い
う
絶
対
的
な
存
在
に
取
っ
て
代
わ
り
、
古
今
東
西
の
あ
ら

ゆ
る
人
間
の
書
物
や
知
識
か
ら
実
証
可
能
な
真
理
を
相
対
的
に
選
び
、
学
び
、
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の
視
点
が
作
品
か
ら
失
わ
れ
た
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。

　

中
期
（
お
お
よ
そ
『
秋
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
四
月
）
前
後
と
す

る
）
か
ら
《
作
者
》
の
代
わ
り
に
数
を
増
や
す
の
は
、
物
語
内
部
の
「
観
察

者
」
の
存
在
だ
。
青
年
／
小
説
家
／
医
者
な
ど
近
代
人
を
視
点
人
物
と
す
る
作

品
で
あ
る
18
。
彼
等
は
、
物
語
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る

が
、
そ
れ
は
稀
で
あ
り
、
読
者
の
代
わ
り
に
耳
目
と
な
っ
て
存
在
す
る
「
観
察

者
」
で
あ
り
「
傍
観
者
」
だ
。
も
は
や
聞
き
手
と
し
て
の
み
登
場
す
る
作
品
も

あ
る
19
。
彼
等
は
言
葉
を
発
し
な
い
も
の
の
、
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

例
え
ば
『
地
獄
変
』（『
大
阪
毎
日
新
聞　

夕
刊
』、『
東
京
日
日
新
聞
』

一
九
一
八
年
五
月
）
で
は
、「
堀
川
の
大
殿
様
」
に
仕
え
て
い
た
者
の
語
り
だ

が
、
聞
き
手
は
「
十
三
」
で
「
あ
な
た
方
」
と
語
り
か
け
ら
れ
る
20
。「
或
老

女
の
話
」
と
さ
れ
る
『
雛
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
三
年
三
月
）
で
も
「
何
、

わ
た
し
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」
と
〈
聞
き
手
〉
に
質
問
を
返
す
場
面
が
あ
り
、

や
は
り
〈
語
り
手
〉
を
観
察
す
る
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
21
。
こ
の
場
合
の

観
察
者
は
、
そ
の
語
り
を
採
録
し
た
《
作
者
》
で
も
、
読
者
で
も
差
し
支
え
な

い
。
唯
一
の
要
件
は
主
観
に
よ
る
語
り
に
囚
わ
れ
ず
、
理
性
的
な
読
解
が
出
来

る
近
代
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

中
期
で
は
そ
の
よ
う
に
、
近
代
人
が
物
語
内
部
に
入
り
込
み
、
観
察
を
す

る
。
ほ
と
ん
ど
の
作
品
で
は
、「
観
察
者
」
が
真
実
に
た
ど
り
着
け
る
よ
う
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
事
件
の
観
察
者
で
、
聞
き
手
で
あ
る
か
ら
、
常

に
メ
タ
の
位
置

―
《
作
者
》
に
戻
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

『
藪
の
中
』
の
よ
う
な
一
部
の
作
品
で
は
、
神
の
視
点
（
メ
タ
）
を
持
た
な
い

た
め
に
真
相
に
た
ど
り
着
け
な
い
と
い
う
形
式
の
作
品
も
あ
る
。

　

後
期
（『
保
吉
の
手
帳
か
ら
』（『
改
造
』
一
九
二
三
年
五
月
）
が
発
表
さ
れ

た
頃
と
す
る
）
か
ら
、
次
第
に
近
代
人
の
公
正
無
私
な
観
察
が
崩
壊
し
始
め

だ
っ
た
。
理
知
に
よ
っ
て
本
の
中
を
理
解
し
、
現
実
を
も
理
解
す
る
。《
作
者
》

と
し
て
君
臨
し
た
い
意
思
の
原
点
は
、
芥
川
文
学
の
根
幹
を
成
す
も
の
で

あ
っ
た
。

第
二
章
『
歯
車
』
に
お
け
る
近
代
人
と
メ
タ
構
造

第
一
節　

中
後
期
作
品
の
近
代
人
像

―
《
作
者
》
の
消
滅

　

前
章
で
は
、『
歯
車
』
で
近
代
人
「
僕
」
の
弱
体
化
を
露
呈
し
た
い
意
思
と
、

《
作
者
》
と
し
て
君
臨
し
た
い
意
思
が
二
重
の
メ
タ
構
造
を
構
成
し
て
い
る
こ

と
、
そ
の
後
者
は
〈
作
者
〉
芥
川
の
理
想
像

―
世
界
を
見
下
ろ
し
て
テ
ー

マ
を
取
り
出
し
、
伝
達
す
る
近
代
知
識
人

―
が
要
因
で
あ
る
こ
と
を
考
察

し
た
。
第
二
章
で
は
、
芥
川
文
学
に
お
い
て
原
点
で
あ
り
、
揺
る
が
な
い
は
ず

だ
っ
た
近
代
人
像
が
、『
歯
車
』
に
お
い
て
弱
体
化
し
て
登
場
す
る
理
由
を
考

え
て
い
く
。
そ
の
こ
と
か
ら
改
め
て
『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
に
つ
い
て
理
解
で

き
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

第
一
節
で
は
、
芥
川
の
中
後
期
の
作
品
の
流
れ
を
「
近
代
人
」
と
い
う
観
点

か
ら
大
ま
か
に
振
り
返
り
、『
歯
車
』
の
近
代
人
像
に
接
続
す
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
な
ぜ
な
ら
芥
川
文
学
に
お
い
て
、《
作
者
》
の
存
在
は
次
第
に
希
薄
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
初
期
作
品
の
創
作
態
度
は
『
歯
車
』
ま
で
直
接
引

き
継
が
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
17
。

　
《
作
者
》
が
登
場
し
な
い
理
由
の
一
つ
に
、
芸
術
的
価
値
の
問
題
が
あ
る
だ

ろ
う
。《
作
者
》
が
メ
タ
的
な
視
点
で
物
語
に
割
り
込
み
、
解
説
を
加
え
て
は
、

作
品
へ
の
没
入
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
作
為
が
見
え
透
く
の
を
良
し
と

せ
ず
、
隠
す
意
図
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、《
作
者
》
の
消
滅
に
よ
っ
て
近
代
人
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近
代
人
の
素
顔
を
さ
ら
に
描
出
す
る
試
み
だ
と
言
え
る
。
幼
少
期
を
描
く
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
均
質
化
さ
れ
た
「
近
代
人
」
と
い
う
皮
を
被
る
前
の
、
個
人
的

な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
抱
え
た
「
人
間
」
と
し
て
の
原
風
景
を
探
る
こ
と
だ
か
ら

で
あ
る
。
該
当
す
る
も
の
と
し
て
『
ト
ロ
ツ
コ
』（『
大
観
』
一
九
二
二
年
三

月
）、『
庭
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
七
月
）、『
百
合
』（『
新
潮
』

一
九
二
二
年
十
月
）、『
少
年
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
四
年
四
月
）、『
大
導
寺

信
輔
の
半
生
』（
中
央
公
論
』
一
九
二
五
年
一
月
）、『
追
憶
』（『
文
藝
春
秋
』

一
九
二
六
年
四
月
～
二
七
年
二
月
）
の
よ
う
な
作
品
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は

『
点
鬼
簿
』（『
改
造
』
一
九
二
六
年
十
月
）
へ
接
続
す
る
。

　
『
少
年
』
の
最
終
章
は
「
六　

お
母
さ
ん
」
で
あ
り
23
、『
大
導
寺
信
輔
の
半

生
』
に
は
「
信
輔
は
全
然
母
の
乳
を
吸
つ
た
こ
と
の
な
い
少
年
だ
つ
た
」
と
語

ら
れ
24
、『
点
鬼
簿
』
で
は
「
僕
の
母
は
狂
人
だ
つ
た
」
と
回
想
さ
れ
る
25
。

追
憶
の
結
果
、
到
達
し
た
の
は
「
母
」
で
あ
り
「
遺
伝
」
で
あ
り
「
狂
気
／

死
」
だ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
来
る
と
視
点
人
物
は
、
か
な
り
個
人
的
な
自
称
で
あ

る
「
僕
」
に
な
る
。『
点
鬼
簿
』
発
表
の
同
年
か
ら
、
芥
川
の
小
説
に
は
「
僕
」

を
視
点
と
す
る
も
の
が
急
増
す
る
。

　

つ
ま
り
近
代
人
は
、
客
観
的
で
普
遍
的
な
万
古
不
変
の
真
理
を
物
語
内
で
発

見
す
る
こ
と
を
目
論
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
「
人
間
」
的
側
面

を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
現
在
の
自
分
に
も
無
意
識
の
う
ち
に
反
映
さ
れ
る
。

自
己
の
素
顔
と
内
面
を
描
く
行
為
は
、
客
観
的
だ
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
「
観

察
／
言
葉
／
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
」
が
実
は
そ
れ
ほ
ど
強
固
な
も
の
で
は
な
い
と

い
う
自
覚
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
26
。「
神
」
を
目
指
し
て
い
た
近
代
人
は
、

最
終
的
に
た
だ
の
「
人
」
に
な
っ
た
。

　

近
代
人
も
一
介
の
「
人
間
」
で
あ
り
、「
本
」
に
よ
っ
て
「
現
実
」
を
操
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
自
分
の
「
観
察
／
言
葉
／
プ
ロ
ッ
ト
」
す
ら
主
観
に

る
。「
保
吉
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
、
自
己
を
反
映
し
た
「
堀
川
保
吉
」
を
主
人

公
と
す
る
身
辺
小
説
が
こ
の
頃
か
ら
登
場
す
る
。「
保
吉
」
は
基
本
的
に
は
、

「
観
察
者
」
と
し
て
物
事
を
静
観
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
保
吉
の
手
帳
か
ら
』

の
「
恥
」
の
章
や
、『
お
辞
儀
』（『
女
性
』
一
九
二
三
年
十
月
）、『
文
章
』

（『
女
性
』
一
九
二
四
年
四
月
）、『
十
円
札
』（『
改
造
』
一
九
二
四
年
九
月
）
な

ど
に
お
い
て
は
、
出
来
事
の
当
事
者
に
な
り
、
近
代
人
の
面
目
を
保
て
ず
に
恥

を
か
く
。
特
に
『
文
章
』
に
お
け
る
、
海
軍
学
校
の
同
僚
の
弔
辞
を
や
っ
つ
け

仕
事
で
書
い
た
保
吉
の
言
葉
は
象
徴
的
で
あ
る
。
遺
族
を
街
頭
の
行
人
と
し
て

軽
ん
じ
た
こ
と
を
、「
人
間
」
の
保
吉
が
後
悔
す
る
場
面
が
あ
る
22
。

　

保
吉
は
か
う
云
ふ
光
景
の
前
に
ま
づ
何
よ
り
も
驚
き
を
感
じ
た
。
そ
れ

か
ら
ま
ん
ま
と
看
客
を
泣
か
せ
た
悲
劇
の
作
者
の
満
足
を
感
じ
た
。
し
か

し
最
後
に
感
じ
た
も
の
は
そ
れ
ら
の
感
情
よ
り
も
遥
か
に
大
き
い
、
何
と

も
云
は
れ
ぬ
気
の
毒
さ
で
あ
る
。
尊
い
人
間
の
心
の
奥
へ
知
ら
ず
識
ら
ず

泥
足
を
踏
み
入
れ
た
、
あ
や
ま
る
に
も
あ
や
ま
れ
な
い
気
の
毒
さ
で
あ

る
。
保
吉
は
こ
の
気
の
毒
さ
の
前
に
、
一
時
間
に
亘
る
葬
式
中
、
始
め
て

悄
然
と
頭
を
下
げ
た
。

　

近
代
人
は
、
現
実
世
界
に
お
い
て
世
を
冷
や
や
か
に
傍
観
し
続
け
た
結
果
、

社
会
か
ら
孤
立
し
た
存
在
だ
と
自
覚
す
る
。
彼
ら
は
現
実
世
界
で
何
ら
特
別
な

地
位
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
人
間
臭
い
恥
も
か
く
。
作
品
内
で
《
作
者
》
を
自

称
し
、
神
へ
至
ろ
う
と
し
た
近
代
知
識
人
の
、
現
実
に
お
け
る
素
顔
を
暴
い
て

い
く
試
み
が
「
保
吉
も
の
」
に
窺
え
る
。「
本
か
ら
現
実
へ
」
と
い
う
応
用
を

信
じ
て
い
た
近
代
人
作
家
・
芥
川
に
と
っ
て
、
大
き
な
転
換
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
同
時
期
か
ら
幼
少
期
の
「
追
憶
」
を
描
く
作
品
が
増
え
る
。
こ
れ
は



3637

第
二
節　
『
歯
車
』
の
近
代
人
像

　

第
二
節
で
は
、
前
節
で
見
て
き
た
近
代
人
像
が
、『
歯
車
』
で
語
ら
れ
る
も

の
と
相
違
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
前
節
ま
で
に
見
て
き
た
芥
川
作
品
に
お
け

る
近
代
人
は
、
初
期
で
は
作
品
を
操
る
《
作
者
》
で
あ
り
、
神
に
代
わ
り
現
実

世
界
を
「
本
」
と
「
知
識
」
に
よ
っ
て
御
せ
る
と
考
え
る
知
識
人
で
あ
っ
た
。

し
か
し
中
後
期
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
人
間
性
を
暴
か
れ
、
強
固
な
客
観
性
の

元
に
プ
ロ
ッ
ト
を
組
み
立
て
る
こ
と
が
困
難
な
状
態
に
陥
っ
た
の
だ
っ
た
。

　
『
歯
車
』
に
お
け
る
近
代
人
役
は
「
僕
」
で
あ
る
。「
僕
」
は
作
家
で
あ
り
、

都
会
で
暮
ら
し
、
孤
独
で
、
周
囲
の
観
察
に
徹
し
て
い
る
人
間
だ
っ
た
。
世
紀

末
作
家
に
も
関
心
が
あ
り
、
芥
川
文
学
に
お
け
る
典
型
的
な
「
近
代
人
」
で
あ

る
。
し
か
し
家
庭
／
女
性
／
金
銭
問
題
と
い
っ
た
生
活
上
の
問
題
に
よ
り
、
自

ら
の
「
芸
術
」
活
動
は
阻
害
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
錯
覚
や
幻
覚
に
よ
っ
て
正
常

な
「
観
察
」
ま
で
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
僕
」
も
ま
た
、
近
代
人
で
あ

り
な
が
ら
特
別
な
地
位
を
得
て
い
な
い
。
む
し
ろ
「
僕
」
は
観
察
の
対
象
に
な

る
よ
う
な
一
人
の
「
人
間
」
で
あ
る
。「
僕
」
が
他
者
か
ら
の
視
線
に
怯
え
る

場
面
は
、
何
度
か
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
彼
は
ぢ
つ
と
僕
の
顔
を
見
つ
め
た
。

僕
は
彼
の
目
の
中
に
探
偵
に
近
い
表
情
を
感
じ
た
」（
三
）
や
、「
僕
は
彼
等
に

背
中
を
向
け
た
ま
ま
、
全
身
に
彼
等
の
視
線
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
実
際
電
波
の

や
う
に
僕
の
体
に
こ
た
へ
る
も
の
だ
つ
た
。
彼
等
は
確
か
に
僕
の
名
を
知
り
、

僕
の
噂
を
し
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
」（
五
）
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
「
見
る
」
者
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
者
へ
の
変
化
は
、
先
行
論
で
も
指
摘
が
あ

る
。
都
市
の
観
察
を
楽
し
む
「
僕
」
が
、
最
終
的
に
自
宅
の
二
階
で
目
を
瞑

り
、
瞼
の
裏
の
「
銀
色
の
翼
」
を
眺
め
る
様
子
に
つ
い
て
、
信
時
哲
郎
は
『
銀

ぶ
ら
す
る
僕

―
「
歯
車
」
に
お
け
る
視
線
を
め
ぐ
っ
て

―
』27
で
こ
う

陥
る
な
ら
ば
、
初
期
作
品
の
よ
う
に
《
作
者
》
や
「
神
」
を
名
乗
っ
て
作
品
を

支
配
し
、
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
無
意

味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
《
作
者
》
が
登
場
し
な
く
な
る
最
大
の
要
因
と
結
論

づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
が
『
歯
車
』
で
も
語
ら
れ
る
、
近
代
人
の
弱
体
化

―

イ
カ
ロ
ス
失
墜

―
の
正
体
で
あ
ろ
う
。

　

図
4
は
、
近
代
人
の
位
置
を
図
式
化
し
た
も
の
で
あ
る
。《
作
者
》
が
登
場

し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
中
期
か
ら
三
段
の
メ
タ
構
造
が
、
一
段
階
減
っ
て
二
段

構
造
に
な
る
。
ま
た
、
近
代
人
が
「
見
る
／
書
く
／
語
る
」
行
為
を
し
な
が
ら
、

徐
々
に
「
見
ら
れ
る
／
書
か
れ
る
／
語
ら
れ
る
」
対
象
へ
と
接
近
し
続
け
た
。

図
4

4 

  

図
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「
僕
」
が
《
作
者
》
と
し
て
登
場
す
る
矛
盾
が
あ
る
の
だ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
〈
作
者
〉
芥
川
に
も
、
芥
川
自
身
を
投
影
し
た
「
僕
」
に
も
、

《
作
者
》
と
い
う
近
代
人
の
地
位
を
取
り
戻
し
た
い
意
思
が
あ
る
の
は
当
然
だ
。

し
か
し
、
芥
川
作
品
の
流
れ
を
見
る
限
り
、「
僕
」
が
現
実
の
自
分
を
打
ち
明

け
よ
う
と
す
れ
ば
、『
点
鬼
簿
』、『
海
の
ほ
と
り
』、『
蜃
気
楼
』、『
或
阿
呆
の

一
生
』
の
よ
う
な
明
確
な
起
承
転
結
を
持
た
ず
、
物
語
と
呼
べ
な
い
回
想
や
心

象
風
景
に
し
か
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
『
歯
車
』
で
は
物
語
・
小

説
と
い
う
体
裁
を
保
て
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、《
作
者
》
と
し
て
「
書
い
て
い
た
」

と
述
べ
る
こ
と
が
出
来
た
の
だ
。
第
三
節
で
は
、
そ
の
矛
盾
を
可
能
に
し
た
要

因
に
結
論
を
出
す
。
手
順
と
し
て
『
歯
車
』
と
同
年
代
の
作
品
と
の
比
較
か

ら
、
明
確
な
差
異
を
見
つ
け
る
。
そ
の
差
異
が
ま
さ
に
『
歯
車
』
の
特
異
性
で

あ
り
、
前
節
ま
で
で
論
じ
て
き
た
〈
作
者
〉
芥
川
の
性
質
を
反
映
し
て
い
る
と

証
明
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
後
期
の
文
学
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
三
嶋
譲
の
論
文
が
そ
れ
を
指
摘
し

て
い
る
。
安
直
な
告
白
小
説
や
私
小
説
に
対
す
る
嫌
悪
が
あ
り
な
が
ら
、「
現

存
す
る
〈
私
〉
を
な
ん
ら
の
介
在
物
な
し
に
作
品
の
〈
私
〉
に
直
接
結
び
つ
け

た
い
と
い
う
内
的
欲
求
が
、
彼
を
し
て
「
詩
的
精
神
」
さ
ら
に
は
「
筋
の
な
い

話
」
を
要
請
さ
せ
た
」（
四
）
と
い
う
考
え
で
あ
る
29
。

　

本
論
と
結
び
付
け
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
に
な
る
だ

ろ
う
。
あ
り
の
ま
ま
事
実
を
連
ね
た
単
な
る
私
小
説
で
は
、「
保
吉
も
の
」
に

近
い
作
品
が
出
来
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
初
期
作
品
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
を
持

つ
テ
ー
マ
小
説
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
芸
術
的
表
現
が
で
き
な
い
上

に
、
自
己
の
無
意
識
の
問
題

―
深
い
自
己
の
内
面
の
闇
ま
で
掘
り
下
げ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
人
的
な
感
情
を
詠
み
込
ん
だ
詩
や
、
明
確

な
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
無
い
「
追
憶
」「
回
想
」
の
よ
う
な
形
式
が
適
し
て
い
た
。

考
察
す
る
。

　

僕
は
瞼
の
裏
に
見
え
る
も
の
ま
で
拘
っ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、

「
見
る
」
こ
と
に
よ
る
外
部
世
界
と
の
繋
が
り
を
、
つ
い
に
こ
こ
で
絶
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
か
ら
僕
は
外
部
世
界
に
対
し
て
、
た

だ
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
、
存
在
し
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
「
僕
」
が
「
何
か
」
と
い
っ
た
形
容
句
を
多
用
し
て
い
る
こ
と
に
も
注

目
し
た
い
28
。「
僕
」
は
言
葉
で
自
分
の
微
妙
な
感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
も
半

ば
諦
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
僕
」
の
姿
は
、
前
節
で
確
認
し
た
後

期
の
近
代
人
像
と
一
致
す
る
。
見
る
こ
と
、
書
く
こ
と
、
語
る
こ
と
を
放
棄
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
「
僕
」
は
、
当
初
夢
見
た
近
代
人
像
と
は
か
け
離
れ
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
生
活
上
の
問
題
や
病
気
に
苦
し
む
一
介
の
人

間
で
あ
り
、
自
ら
を
俯
瞰
で
き
ず
に
主
観
的
な
世
界
で
錯
覚
と
妄
想
を
見
続
け

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
章
・
第
一
節
で
読
み
取
っ
た
よ
う
に
「
何
も

の
か
」
と
い
っ
た
上
位
の
存
在
に
よ
っ
て
「
見
ら
れ
」、《
作
者
》
に
よ
っ
て

「
書
か
れ
／
語
ら
れ
」
る
存
在
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
メ
タ
構
造
の
一
つ
を
な

し
て
い
る
、
自
己
を
さ
ら
け
出
し
た
い
意
思
と
は
、
主
体
性
を
放
棄
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
近
代
人
像
を
反
映
さ
せ
た
形
で
生
じ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節　
『
歯
車
』
に
お
け
る
《
作
者
》
再
登
場
の
要
因

　

前
節
で
は
『
歯
車
』
の
「
僕
」
が
、〈
作
者
〉
芥
川
が
目
指
し
た
理
想
的
な

近
代
人
像
が
崩
壊
し
た
姿
で
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
う
し
た
見
方
が
有
効

で
あ
る
な
ら
ば
、「
僕
」
に
は
「
見
る
／
書
く
／
語
る
」
よ
う
な
主
体
的
行
為

を
で
き
る
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、『
歯
車
』
に
は
「
現
在
」
の
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『
歯
車
』
に
お
け
る
最
大
の
特
徴
と
い
え
ば
、「
運
命
」（「
何
も
の
か
」「
復
讐

の
神
」）
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
存
在
で
あ
る
。《
作
者
》
は
過
去
の

「
僕
」
を
書
く
に
あ
た
り
、
念
入
り
に
「
運
命
」
や
「
暗
号
」
を
語
り
の
中
に

散
り
ば
め
た
。「
運
命
」
や
「
暗
号
」
は
本
来
、
現
実
世
界
に
は
存
在
し
な
い

は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
命
に
支
配
さ
れ
る
「
僕
」
を
描
く
こ

と
は
、
自
己
告
白
（
私
小
説
）
で
は
な
く
自
己
の
窮
地
を
題
材
に
し
た
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
直
面
し
た
現
実
世
界
を
メ
タ
化
し
て
「
本
の
中

の
悲
劇
」
に
変
え
て
み
た
の
だ
。「
本
の
中
」
で
あ
る
な
ら
ば
、「
僕
」
は
ま
だ

《
作
者
》
た
り
得
る
。

　
「
本
か
ら
現
実
へ
」
が
不
可
能
な
ら
ば
、
現
実
を
「
本
の
中
」
と
し
て
描
い

て
し
ま
え
ば
よ
い
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
以
前
に
も
見
ら
れ
た
傾
向
で
も
あ
っ

た
。
例
え
ば
「
保
吉
も
の
」
で
は
、『
歯
車
』
以
外
で
は
珍
し
く
運
命
に
よ
る

意
思
が
表
現
さ
れ
た
以
下
の
よ
う
な
語
り
が
み
ら
れ
る
。「
一
体
運
命
は
彼
の

た
め
に
い
つ
か
う
云
ふ
悲
し
い
喜
劇
の
幕
を
下
し
て
く
れ
る
で
あ
ら
う
？
」

（『
文
章
』（『
女
性
』
一
九
二
四
年
四
月
）、「
彼
は
愈
悪
意
の
あ
る
運
命
の
微
笑

を
感
じ
な
が
ら
、
待
合
室
の
外
に
足
を
止
め
た
物
売
り
の
前
へ
歩
み
寄
つ
た
」

（『
十
円
札
』（『
改
造
』
一
九
二
四
年
九
月
）。

　

ま
た
『
子
供
の
病
気

―
一
游
亭
に

―
』（『
局
外
』
一
九
二
三
年
五

月
）
は
「
自
分
」
の
子
供
「
多
加
志
」
が
病
気
を
し
て
死
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ

れ
、
何
と
か
回
復
す
る
話
だ
が
、
こ
の
話
に
は
「
迷
信
」
が
数
多
く
登
場
す

る
。
そ
し
て
ラ
ス
ト
は
「
と
り
あ
へ
ず
こ
の
話
を
書
い
て
見
る
こ
と
に
し
た
」

と
メ
タ
化
す
る
の
で
あ
る
30
。
し
た
が
っ
て
芥
川
が
過
去
の
切
実
な
体
験
を
作

品
化
す
る
際
に
は
、
①
運
命
や
迷
信
に
苛
ま
れ
る
典
型
的
な
「
物
語
」
に
す
る

か
、
②
小
説
の
形
式
さ
え
壊
し
て
し
ま
う
詩
や
追
憶
の
ど
ち
ら
か
に
な
る
の
で

あ
っ
て
、
一
般
的
な
私
小
説
（
告
白
小
説
）
の
形
式
を
忌
避
し
て
い
る
と
い
う

三
嶋
は
次
章
で
こ
う
続
け
る
。

　

既
存
の
「
物
語
」
形
式
が
〈
私
〉
の
真
の
表
現
に
は
決
し
て
適
し
て
い

な
い
こ
と
、
現
在
あ
る
小
説
形
式
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解
体

し
つ
つ
あ
る
〈
私
〉
の
表
現
は
盛
り
こ
め
な
い
こ
と
を
彼
は
言
わ
ん
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
る
作
者
と
し
て
の
〈
私
〉
が
解
体
し
つ
つ
あ
る

と
き
に
、
ど
う
し
て
「
物
語
」
つ
ま
り
「
話
の
筋
」
が
信
用
で
き
よ
う
。

〈
中
略
〉
現
在
の
谷
崎
と
同
じ
く
、
以
前
に
は
「
物
語
」
と
そ
れ
を
物
語

る
〈
私
〉
の
位
置
を
疑
う
こ
と
な
く
小
説
を
書
き
つ
づ
け
て
き
た
芥
川
に

と
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
否
定
が
自
己
の
作
家
と
し
て
の
存
立
を
お
び
や
か

す
悲
劇
で
あ
る
こ
と
は
当
然
分
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。（
五
）

　
〈
私
〉
の
真
の
表
現
へ
と
向
か
い
、
プ
ロ
ッ
ト
を
放
棄
し
て
、「
小
説
」
以
外

の
形
式
（
詩
に
近
い
形
式
）
で
の
小
説
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
後
期
の
文
学
に
は
そ
の
よ
う
な
、
形
式
そ
の
も
の
を
破

壊
し
、
作
ろ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
だ
。
例
え
ば
、「
シ
ナ

リ
オ
」
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
形
式
を
持
つ
作
品

―
『
誘
惑
』（『
改
造
』

一
九
二
七
年
四
月
）、『
浅
草
公
園
』（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
四
月
）
な
ど

も
書
か
れ
た
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
ま
す
ま
す
『
歯
車
』
の
特
異
性
が
際

立
っ
て
く
る
。『
河
童
』（『
改
造
』
一
九
二
七
年
三
月
）
や
『
玄
鶴
山
房
』

（『
中
央
公
論
』
一
九
二
七
年
一
月
）
の
よ
う
に
現
実
の
自
分
以
外
に
題
材
を
求

め
る
な
ら
ま
だ
し
も
、「
僕
」
自
身
を
主
人
公
と
し
て
描
い
た
『
歯
車
』
に
お

い
て
《
作
者
》
と
し
て
メ
タ
構
造
を
作
り
上
げ
る
、
従
来
の
形
式
を
採
用
す
る

こ
と
へ
の
説
明
が
つ
か
な
い
。

　

す
る
と
そ
の
要
因
は
『
歯
車
』
の
特
異
性
に
こ
そ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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か
」
の
手
に
よ
っ
て
、
主
体
性
を
失
う
存
在
に
成
り
下
が
っ
て
い
た
。
イ
カ
ロ

ス
の
失
墜
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
に
な
ろ
う
と
し
て
な
れ
な
か
っ
た
悲
劇

の
主
人
公
で
あ
り
、〈
作
者
〉
芥
川
の
似
姿
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
メ
タ
構
造
を
作
る
《
作
者
》
の
登
場
に
は
、
理
想
と
す
る
近
代

人
像
の
復
元
の
試
み
が
含
ま
れ
て
い
た
。「
僕
」
に
は
、
近
代
人
作
家
と
し
て

「
見
る
／
書
く
／
語
る
」
力
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま

で
現
実
の
記
録
で
は
な
く
、「
運
命
」
と
い
っ
た
存
在
に
操
ら
れ
る
、
プ
ロ
ッ

ト
を
持
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
の

「
僕
」
は
過
去
の
自
分
を
俯
瞰
し
て
「
見
る
／
書
く
／
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
。

自
己
を
「
物
語
」
化
し
て
「
運
命
」
の
物
語
に
仕
立
て
る
こ
と
を
試
み
た
の

だ
。
そ
し
て
最
後
に
《
作
者
》
と
し
て
一
瞬
だ
け
登
場
す
る
こ
と
で
「
見
る
／

書
く
／
語
る
」
力
、「
メ
タ
化
す
る
力
」
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
、
近

代
知
識
人
作
家
の
面
目
を
保
っ
た
。
し
た
が
っ
て
『
歯
車
』
の
二
重
の
メ
タ
構

造
は
、
①
「
運
命
」
に
支
配
さ
れ
、
主
体
性
を
失
う
近
代
人
の
表
象
と
、
②
物

語
を
組
み
立
て
る
近
代
人
作
家
の
あ
る
べ
き
姿
の
再
現
、
こ
の
二
つ
を
表
現
す

る
た
め
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、〈
作
者
〉
芥
川
の
文
学
観
に
つ
い
て
述
べ
る
。
今
回
『
歯
車
』
の

読
解
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
と
し
て
、
芥
川
文
学
に
は
近
代
人
の
目
に
よ
る
世

界
の
「
観
察
／
記
述
／
理
解
」、
と
い
う
典
型
的
な
近
代
の
価
値
観
が
内
在
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
が
初
期
作
品
こ
そ
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
を
貫
い
て

い
た
も
の
の
、
作
品
上
の
要
請
や
価
値
観
の
変
遷
、
自
身
の
健
康
状
態
や
、
社

会
情
勢
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
理
想
の
達
成
が
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
た
め
作
品
内
で
自
己
の
問
題
と
向
き
合
う
中
、『
歯
車
』
な
ど
の
晩
年
の

作
品
で
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
近
代
人
の
限
界
を
告
白
し
た
。
近
代
知
識
人
は
作

中
に
登
場
す
る
世
紀
末
作
家
と
同
様
に
、
芸
術
家
と
し
て
成
功
し
て
も
、
人
間

仮
説
さ
え
立
て
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
『
歯
車
』
で
は
、
た
だ
の
告
白
小
説
で
は
赤
裸
々
に
語
れ
な
い
自

己
の
問
題
を
、
運
命
や
暗
号
の
集
積
し
た
近
代
人
の
悲
劇
に
仕
立
て
る
こ
と

で
、
辛
う
じ
て
「
書
い
て
い
る
」
と
明
言
で
き
た
。
そ
し
て
文
末
に
わ
ず
か
な

間
だ
け
、《
作
者
》
と
し
て
の
地
位
を
見
せ
、
残
さ
れ
た
「
書
き
つ
づ
け
る
力
」

を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
近
代
知
識
人
の
面
目
を
保
っ
て
「
僕
」
は
擱
筆
し
た
。
近
代
知
識
人

の
敗
北
を
晒
す
こ
と
が
こ
の
作
品
の
主
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
抗
う
意
思

が
こ
の
メ
タ
構
造
を
生
ん
で
い
る
。
抗
う
意
思
の
源
泉
は
、
近
代
知
識
人
が
本

を
読
み
、
現
実
を
観
察
し
、
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
つ
づ
け
る
小
説
家

で
あ
り
た
い
と
い
う
〈
作
者
〉
芥
川
が
最
初
に
夢
想
し
た
理
想
の
近
代
人
の
在

り
方
だ
っ
た
。

結
論

　

以
上
、『
歯
車
』
の
メ
タ
構
造
を
足
掛
か
り
に
、「
僕
」
の
陥
っ
た
窮
地

―
近
代
人
像
の
崩
壊
を
表
現
し
た
い
欲
望
や
、
近
代
人
《
作
者
》
の
位
置

を
守
り
た
い
真
の
欲
望
を
発
見
し
、
芥
川
文
学
の
基
調
と
な
る
作
家
意
識
を

探
っ
て
き
た
。
本
論
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
三
つ
の
観
点
に
分
類
し
て
振

り
返
る
。

　

ま
ず
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」
に
は
、《
作
者
》
と
し
て
物
語
を
支
配

し
、「
現
実
世
界
」
ま
で
応
用
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
近
代
知
識
人
の
末

路
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。「
僕
」
は
つ
い
に
頭
脳
で
「
現
実
世
界
」
を
制
御
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
生
活
上
の
問
題
に
苦
し
み
な
が
ら
、
錯
覚
を
見
続
け
、
そ

の
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
上
位
の
メ
タ
的
存
在
「
何
も
の
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し
最
後
の
時
を
迎
え
た
。
そ
れ
は
彼
の
文
学
の
目
標
が
最
初
か
ら
そ
う
で
あ
る

以
上
、
捻
じ
曲
げ
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
死
は
、
文
学
史
的
に
考

え
る
と
、
自
己
の
位
置
や
意
識
を
疑
わ
な
か
っ
た
大
正
文
学
の
終
わ
り
と
、
自

ら
の
感
覚
の
主
観
性
や
社
会
の
階
層
意
識
と
真
摯
に
向
き
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
昭
和
文
学
の
始
ま
り
と
ち
ょ
う
ど
軌
を
一
に
す
る
。
芥
川
は
変
化
に

順
応
す
る
こ
と
も
、
乗
り
越
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
書
く
こ
と
を
や
め
た
。
最

後
ま
で
、
生
粋
の
近
代
人
作
家
で
あ
り
続
け
た
の
だ
っ
た
。

注1�　

言
葉
や
表
現
に
注
目
し
た
論
文
の
一
例
と
し
て
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

蓮
實
重
彦
「
接
続
詞
的
世
界
の
破
綻

―
芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
を
読
む

―
説
話

論
の
視
点
か
ら
」（『
國
文
學
』
三
十
巻
五
号
、
學
燈
社
、
一
九
八
五
年
五
月
発
行
）、

副
田
賢
二
「
芥
川
龍
之
介
「
歯
車
」
論

―
投
企
と
し
て
の
逸
脱

―
」（『
山
口
国

文
』
通
号
十
六
、
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
、
一
九
九
三
年
三
月
発
行
）、

清
水
康
次
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』「
歯
車
」
の
こ
と
ば
」（
和
泉
書
院
、

一
九
九
四
年
四
月
発
行
、「『
歯
車
』
の
こ
と
ば
」
二
八
三
～
三
〇
二
頁
）

2�　

近
代
人
や
「
僕
」
の
理
性
に
着
目
し
た
論
文
の
例
に
は
、
以
下
が
挙
げ
ら
れ
る
。

西
村
早
百
合
「
芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
の
世
界

―
「
僕
」
の
不
安
を
中
心
に

―
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
四
一
巻
一
号
、
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
、

一
九
八
九
年
四
月
発
行
）、
秋
山
公
男
「『
歯
車
』『
機
械
』
―
自
我
の
解
体
」

（『
愛
知
大
學
文
學
論
叢
』
一
一
二
・
一
一
三
号
、
愛
知
大
学
人
文
社
会
学
研
究
所
、

一
九
九
六
年
十
一
月
発
行
）、
石
割
透
「『
歯
車
』
を
読
む
」（
海
老
井
英
次
、
宮
坂

覺
編
『
作
品
論
芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
出
版
、
一
九
九
二
年
十
二
月
発
行
、
三
四
五

～
三
六
五
頁
）

3�　

注
1
前
掲
副
田
論
文

と
し
て
孤
独
を
抱
え
、
発
狂
や
凄
惨
な
死
を
迎
え
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。

し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
作
品
内
に
お
い
て
は
、
物
語
の
「
神
」
で
あ
る
近
代
人

《
作
者
》
の
地
位
を
何
と
か
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

最
後
に
、
久
米
正
雄
に
宛
て
た
彼
の
遺
書
を
取
り
上
げ
る
。
遺
書
と
は
〈
作

者
〉
の
死
後
に
、
生
者
に
対
し
、
死
者
の
代
弁
と
そ
の
死
の
解
説
を
行
う
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
現
実
世
界
の
死
者
を
「
語
ら
れ
る
」
下
位
に
、
文
章
内
の

〈
語
り
手
〉《
作
者
》
を
「
語
る
」
上
位
に
す
る
究
極
的
な
メ
タ
行
為
で
あ
る
。

「
ぼ
ん
や
り
し
た
不
安
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
含
ま
れ
る
『
或
旧
友
へ
送
る

手
記
』31
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
中
で
「
自
殺
者
自
身
の
心
理
」
と
し
て
死
へ

の
理
解
を
「
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
」
な
ど
の
哲
学
や
本
に
よ
る
知
識
を
披
露
し
な

が
ら
淡
々
と
述
べ
続
け
る
。
そ
こ
で
象
徴
的
な
の
が
、「
僕
は
他
人
よ
り
も
見
、

愛
し
、
且
又
理
解
し
た
。
そ
れ
だ
け
は
苦
し
み
を
重
ね
た
中
に
も
多
少
僕
に
は

満
足
で
あ
る
」
と
い
う
語
だ
。
見
て
（
観
察
）、
愛
し
（
心
で
受
容
す
る
）、
理

解
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
理
想
と
し
た
近
代
人
像
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
末
尾
の
「
附
記
」
で
は
「
み
づ
か
ら
神
と
し
た
い
欲
望
」
と
い
う
語
が

登
場
す
る
。
彼
は
一
見
「
大
凡
下
の
一
人
」
と
謙
遜
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の

「
附
記
」
の
意
図
は
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
自
身
は
自
殺
し
、
近
代
人
の
敗

北
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
二
十
年
前
」
の
よ
う
な

「
み
づ
か
ら
神
と
し
た
い
欲
望
」
を
、
無
意
識
に
こ
の
手
記
の
中
に
含
ん
で
し

ま
っ
た
こ
と
に
気
付
き
、
急
遽
否
定
し
た
の
だ
ろ
う
。
芥
川
は
最
後
ま
で
「
本

／
文
章
」
の
中
で
自
分
を
「
神
」
と
し
た
い
欲
望
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
理
想
と
現
実
の
矛
盾
に
苦
し
む
態
度
は
『
歯
車
』
の
ほ
か
、
遺
稿

『
闇
中
問
答
』（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
九
月
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。

　

芥
川
は
虚
構
と
わ
か
り
な
が
ら
、
遺
書
の
中
で
暗
に
自
分
を
「
神
」
と
定
位
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一
九
二
五
年
六
月
）
や
切
支
丹
も
の
な
ど
。

18�　

観
察
者
が
登
場
す
る
作
品
の
例
を
挙
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。『
開
化
の

良
人
』（『
中
外
』
一
九
一
九
年
二
月
）、『
蜜
柑
』（『
新
潮
』
一
九
一
九
年
五
月
）、

『
疑
惑
』（『
中
央
公
論
』
一
九
一
九
年
七
月
）、『
黒
衣
聖
母
』（『
文
章
倶
楽
部
』

一
九
二
〇
年
五
月
）、『
南
京
の
基
督
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
七
月
）、『
妙
な

話
』（『
現
代
』
一
九
二
一
年
一
月
）、『
奇
怪
な
再
会
』（『
大
阪
毎
日
新
聞　

夕
刊
』

一
九
二
一
年
一
月
～
二
月
、
全
十
七
回
連
載
）、『
一
夕
話
』（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』

一
九
二
二
年
七
月
）
な
ど
多
数

19�　
〈
聞
き
手
〉
が
想
定
さ
れ
る
物
語
の
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。『
地
獄
変
』（『
大
阪
毎

日
新
聞　

夕
刊
』『
東
京
日
日
新
聞
』
一
九
一
八
年
五
月
、
全
二
十
回
）、『
藪
の
中
』

（『
新
潮
』
一
九
二
二
年
一
月
）、『
俊
寛
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
一
月
）、『
報

恩
記
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
二
年
四
月
）、『
雛
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
三
年

三
月
）

20�　

注
13
前
掲
書
一
五
六
～
一
八
六
頁

21�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
八
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
十
月
第
二
版
、
三
～
二
十
三
頁
）　

該
当
箇
所
：
五
頁

22�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
九
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
十
一
月
第
二
版
、
二
〇
～
三
二
頁
）　

引
用
箇
所
：
二
九
～
三
十
頁

23�　

注
22
前
掲
書
五
三
～
八
〇
頁

24�　

注
15
前
掲
書
「
二　

牛
乳
」（
四
一
頁
）
よ
り

25�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
一
月
初
版
、

二
〇
〇
八
年
一
月
第
二
版
、
二
三
四
頁
～
二
四
二
頁
）

26�　

晩
年
の
芥
川
は
む
し
ろ
「
詩
的
精
神
」
を
唱
え
、
個
人
的
な
感
覚
を
重
視
し
た
作

品
『
海
の
ほ
と
り
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
五
年
九
月
）、『
蜃
気
楼
』（『
婦
人
公

論
』
一
九
二
七
年
三
月
）
や
詩
作
な
ど
に
注
力
す
る
。「
こ
と
ば
」
の
無
力
に
対
す

る
痛
感
は
、
遺
稿
『
十
本
の
針
』（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
年
九
月
）
や
『
或
旧
友

へ
送
る
手
記
』（
発
表
『
東
京
日
日
新
聞
』、『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
七
年
七
月

4�　

注
1
前
掲
蓮
實
論
文

5�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
十
一
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
一
月
第
二
版
、
一
四
五
～
一
五
四
頁
）

6�　

注
5
前
掲
書
一
五
八
～
一
六
八
頁

7�　

注
5
前
掲
書
二
〇
六
～
二
一
五
頁

8�　

注
5
前
掲
書
二
二
三
～
二
四
八
頁

9�　

地
の
文
の
〈
語
り
〉
の
分
裂
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
海
老
井
英
次
「「
羅
生
門
」

の
読
み
難
さ

―
そ
の
構
造
と
〈
作
者
〉
の
係
わ
り

―
」（
佐
藤
泰
正
編
『
芥

川
龍
之
介
を
読
む
』
梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
第
51
集
、
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
三
年
五
月
、
七
～
二
二
頁
）
で
指
摘
が
あ
り
、「「
作
者
」
と
自
称
す
る
〈
書

き
手
〉」
の
登
場
に
よ
る
、「〈
視
点
と
し
て
の
「
語
り
」
手
〉」
と
「〈
叙
述
者
と
し

て
の
「
語
り
」
手
〉」
と
の
分
裂
を
指
摘
し
て
い
る
。

10�　

注
5
前
掲
書
二
六
五
～
二
七
七
頁

11�　

注
5
前
掲
書
一
七
〇
～
一
七
四
頁

12�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
十
二
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
第
二
版
、
二
〇
九
～
二
一
一
頁
）

13�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
一
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
三
月
第
二
版
、
八
七
～
八
九
頁
）

14�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
三
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
五
月
第
二
版
、
一
六
四
～
一
七
一
頁
）　

該
当
箇
所
は
一
六
九
頁
に
掲
載

15�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
月
初
版
、

二
〇
〇
七
年
十
二
月
第
二
版
、
三
十
九
～
五
十
九
頁
）

16�　
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
二
月
初
版
、

二
〇
〇
八
年
四
月
第
二
版
、
三
七
～
六
七
頁
）

17�　

中
後
期
以
降
に
も
《
作
者
》
が
登
場
す
る
例
外
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
葱
』

（『
新
小
説
』
一
九
二
〇
年
一
月
）、『
奇
遇
』（『
中
央
公
論
』
一
九
二
一
年
四
月
）、

『
或
恋
愛
小
説
』（『
婦
人
グ
ラ
フ
』
一
九
二
四
年
五
月
）、『
温
泉
だ
よ
り
』（『
女
性
』
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『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
五
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
八
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
六
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
九
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
七
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
八
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
九
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
四
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
五
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
六
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
二
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
七
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
三
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
八
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
四
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
九
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
六
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
八
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
十
一
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
二
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
十
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
三
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
一
月
）

『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
二
十
四
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
三
月
）

浅
野
洋
、
芹
沢
光
興
、
三
嶋
譲
編
『
芥
川
龍
之
介
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』（
世
界
思
想

社
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
）

宮
坂
覺
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成　

第
6
巻　

河
童
・
歯
車

―
晩
年
の
作
品

世
界
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）、
宮
坂
覺
「「
歯
車
」〈
ソ
ド
ム
の

夜
〉
の
彷
徨
」、
信
時
哲
郎
「
銀
ぶ
ら
す
る
僕

―
「
歯
車
」
に
お
け
る
視
線
を

め
ぐ
っ
て

―
」、
安
藤
公
美
「「
歯
車
」
論

―
意
味
の
代
行
・
一
九
二
〇
年

代
の
こ
と
ば

―
」
等
収
録
。

佐
藤
泰
正
編
『
芥
川
龍
之
介
を
読
む
』（「
梅
光
学
院
大
学
公
開
講
座
論
集
第
51
集
」、

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
三
年
五
月
）、
海
老
井
英
次
「「
羅
生
門
」
の
読
み
難
さ

二
十
五
日
ほ
か
）
な
ど
で
散
見
さ
れ
る
。

27�　

信
時
哲
郎
「
銀
ぶ
ら
す
る
僕

―
「
歯
車
」
に
お
け
る
視
線
を
め
ぐ
っ
て

―
」（
宮
坂
覺
・
編
『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成　

第
6
巻　

河
童
・
歯
車

―
晩
年
の
作
品
世
界
』
翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
十
二
月
十
日
、
二
一
九
～

二
三
一
頁
、
引
用
箇
所
：
二
二
九
頁
）
よ
り
。
論
文
初
出
は
『
山
手
国
文
論
攷
』

十
六
巻
、
神
戸
山
手
大
学
、
一
九
九
五
年
三
月

28�　
『
歯
車
』
に
は
、
筆
者
調
べ
で
計
二
十
六
回
「
何
か
」
が
出
て
く
る
。「
一　

レ
エ

ン
・
コ
オ
ト
」
で
は
四
例
。「
何
か
の
都
合
上
」、「
何
か
微
笑
ま
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な

か
つ
た
」、「
何
か
前
に
聞
い
た
幽
霊
の
話
を
Ｔ
君
に
話
し
た
い
心
も
ち
を
感
じ
た
」、

「
何
か
僕
の
心
に
平
和
な
感
じ
を
与
へ
る
も
の
だ
つ
た
」。「
何
か
」
は
、
言
語
で
説

明
し
尽
く
せ
な
い
感
覚
を
表
現
す
る
の
に
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

29�　

三
嶋
譲
「
芥
川
龍
之
介
晩
年
の
文
学
観
」（『
福
岡
大
學
人
文
論
叢
』
第
十
二
巻
三

号
、
福
岡
大
学
研
究
推
進
部
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
）

30�　

注
21
前
掲
書
一
〇
七
～
一
一
六
頁

31�　

注
16
前
掲
書
三
～
八
頁

※
『
歯
車
』
本
文
の
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集　

第
十
五
巻
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
一
月
初
版
、
二
〇
〇
八
年
三
月
第
二
版
）
に
依
る
。

参
考
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介
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介
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之
介
全
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介
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介
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介
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）
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械
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叢
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発
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歯
車
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を
読
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芥
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介
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双
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盛
遠
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か
ら
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へ
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国
語
国

文
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摩
路
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通
号
三
十
二
、
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
国
語
国
文
学
研
究
室
、

一
九
八
八
年
三
月
）

三
嶋
譲
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芥
川
竜
之
介
の
シ
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リ
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位
置
」（『
福
岡
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學
人
文
論
叢
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一

号
、
福
岡
大
学
研
究
推
進
部
、
一
九
八
〇
年
六
月
）

三
嶋
譲
「
芥
川
龍
之
介
晩
年
の
文
学
観
」（『
福
岡
大
學
人
文
論
叢
』
第
十
二
巻
三
号
、

福
岡
大
学
研
究
推
進
部
、
一
九
八
〇
年
十
二
月
）

芥
川
文
述
／
中
野
妙
子
記
『
追
想　

芥
川
龍
之
介
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
二
月
）

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
グ
著
／
秦
豊
吉
訳
『
地
獄
、
伝
説
』（「
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
グ
小
説
全

集　

第
五
巻
」
新
潮
社
、
一
九
二
三
年
十
二
月
）

ニ
コ
ラ
・
セ
ギ
ュ
ー
ル
著
／
大
塚
幸
男
訳
『
知
性
の
愁
い�:�

ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス

と
の
対
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
十
一
月
）

メ
チ
ェ
ニ
コ
ッ
フ
著
／
中
瀬
古
六
郎
訳
『
人
性
論
』（
大
日
本
文
明
協
會
、
一
九
一
〇

年
十
一
月
）

藤
田
健
治
「
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
マ
イ
ン
レ
ン
デ
ル
」（『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀

要
』
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
一
九
五
七
年
十
二
月
）

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
著
／
花
輪
光
訳
『
物
語
の
構
造
分
析
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九

年
十
一
月
）

―
そ
の
構
造
と
〈
作
者
〉
の
係
わ
り

―
」
等
収
録

海
老
井
英
次
、
宮
坂
覺
編
『
作
品
論
芥
川
龍
之
介
』（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
二
年

十
二
月
）、
山
形
和
美
「「
地
獄
変
」
―
語
り
手
の
語
ら
な
か
っ
た
も
の

―
」、
清
水
康
次
「『
藪
の
中
』
―
語
り
手
の
方
法

―
」、
石
割
透
「『
歯

車
』
を
読
む
」
等
収
録

藤
井
貴
志
『
芥
川
龍
之
介�:�

「
不
安
」
の
諸
相
と
美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
笠
間
書
院
、

二
〇
一
〇
年
二
月
）

関
口
安
義
『
芥
川
龍
之
介�:�
実
像
と
虚
像
』（
洋
々
社
、
一
九
八
八
年
十
一
月
）

三
好
行
雄
『
芥
川
龍
之
介
論　

三
好
行
雄
著
作
集　

第
3
巻
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
九
三
年
三
月
）

奥
野
政
元
『
芥
川
龍
之
介
論
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
三
年
九
月
）

清
水
康
次
『
芥
川
文
学
の
方
法
と
世
界
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
四
年
四
月
）

影
山
恒
男
『
芥
川
龍
之
介
と
堀
辰
雄�:�

信
と
認
識
の
は
ざ
ま
』（
有
精
堂
出
版
、

一
九
九
四
年
十
一
月
）

関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
そ
の
知
的
空
間
［
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
］
別
冊
』（
至
文

堂
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）

丸
橋
由
美
子
「
芥
川
龍
之
介
「
歯
車
」:�<

地
獄>

に
み
る
外
国
文
学
の
影
響
と
そ
の

意
義�

そ
の
（
一
）」（『
上
智
大
学
国
文
学
論
集�

』
十
七
巻
、
上
智
大
学
国
文
学

会
、
一
九
八
四
年
一
月
）

丸
橋
由
美
子
「
芥
川
竜
之
介
「
歯
車
」
―<

地
獄>

に
み
る
外
国
文
学
の
影
響
と

そ
の
意
義
―
そ
の
（
二
）
―
」（『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
紀
要　

国
語
・

国
文
学
編
』
九
巻
一
号
、
一
九
八
五
年
一
月
）

蓮
實
重
彦
「
接
続
詞
的
世
界
の
破
綻

―
芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
を
読
む

―
説
話

論
の
視
点
か
ら
」（『
國
文
學
』
三
十
巻
五
号
、
學
燈
社
、
一
九
八
五
年
五
月
発
行
）

西
村
早
百
合
「
芥
川
龍
之
介
『
歯
車
』
の
世
界

―
「
僕
」
の
不
安
を
中
心
に

―
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
四
十
一
巻
一
号
、
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
、

一
九
八
九
年
四
月
発
行
）


