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梶
井
基
次
郎

「
冬
の
蝿
」
去ふ
日開

は
じ
め
に

昭
和
三
年
五
月
、
梶
井
は
病
を
養
っ
て
い
た
伊
豆
湯
ケ
島
を
離
れ
、
上
京
す
る
。

文
学
的
転
回
を
望
ん
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
病
状
の
悪
化
の
た
め
に
、
同
年
九
月

に
は
家
族
の
待
つ
大
阪
に
戻
る
。
帰
阪
後
、
病
と
の
闘
い
の
な
か
で
描
か
れ
た
絶
筆

「
の
ん
き
な
患
者
」
(
「
中
央
公
論
」
昭
七
・
こ
は
、
病
者
で
あ
る
自
分
と
町
の

人
々
の
生
活
に
取
材
し
た
作
品
で
、
梶
井
自
ら
文
学
的
転
回
を
認
め
る
も
の
と
な
っ

注
ー

た。
「
冬
の
蝿
」
(
昭
和
三
年
二
月
稿
、
「
創
作
月
刊
」
昭
三
・
五
)
は
、
湯
ケ
島
で
書

か
れ
た
最
後
の
作
品
で
あ
り
、
従
来
作
者
の
「
死
」
に
対
す
る
絶
望
感
が
頂
点
に
達

す
る
も
の
と
し
て
、
「
死
」
と
同
義
語
の
「
聞
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
湯
ケ
島
期
文

学
の
系
列
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
療
養
に
訪
れ
た
湯
ケ
島
で
あ
っ
た
が
、
病
状

は
一
向
に
回
復
せ
ず
、
死
の
意
識
は
作
中
に
も
色
濃
く
影
を
落
と
し
始
め
る
。
こ
の

時
期
書
か
れ
た
「
箆
の
話
」
(
「
近
代
風
景
」
昭
三
・
四
)
や
「
蒼
寄
」
(
「
文
芸
都
市
」

昭
三
・
三
)
に
お
い
て
、
「
閤
」
は
、
「
絶
望
」
や
「
虚
無
」
と
表
現
さ
れ
明
か
に
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「
死
」
を
意
味
し
て
い
る
。
「
冬
の
蝿
」
で
は
、
病
に
あ
る
主
人
公
が
そ
の
死
の
「
間
」

の
中
へ
自
ら
を
投
棄
す
る
姿
が
描
か
れ
る
。
こ
の
絶
望
に
か
ら
れ
た
主
人
公
の
行
為

閲

の
認
識
を
視
座
と
し
て
|
|
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を
、
逆
説
的
な
生
へ
の
希
求
と
み
な
し
、
絶
望
的
な
状
況
下
で
の
一
瞬
の
生
の
輝
き

を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
「
き
ま
ぐ
れ
な
」
行
動
か
ら
偶
然

に
も
蝿
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
は
次
の
よ
う
に
感
じ
る
。

私
は
そ
の
こ
と
に
し
ば
ら
く
憂
欝
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
私
が
彼
等
の
死
を
傷
ん

だ
た
め
で
は
な
く
、
私
に
も
な
に
か
私
を
生
か
し
そ
し
て
い
つ
か
私
を
殺
し
て

し
ま
ふ
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
は
其

奴
の
幅
広
い
背
を
見
た
や
う
に
思
っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
そ
し
て
私
の
自
尊
心

を
傷
け
る
空
想
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
空
想
か
ら
ま
す
ま
す
陰
欝
を
加
へ

て
ゆ
く
私
の
生
活
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
の
激
し
い
生
へ
の
希
求
す
ら
も
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
死
の
運
命
。
結
局
は

逃
れ
ら
れ
な
い
死
の
運
命
に
対
す
る
絶
望
感
の
み
を
暗
示
し
て
「
冬
の
蝿
」
が
終
わ

る
な
ら
ば
、
「
私
」
の
「
自
尊
心
が
傷
け
」
ら
れ
た
と
い
う
思
い
が
説
明
で
き
な
い
。

で
は
、
「
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
を
知
っ
た
後
の
「
私
」
の
絶
望
感
は
、
一
体
何
に
対

す
る
絶
望
な
の
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
死
に
対
す
る
絶
望
で
な
い
の
な
ら
、
「
冬
の
蝿
」

は
「
死
」
と
同
義
語
の
「
聞
」
に
絶
望
す
る
湯
ケ
島
期
文
学
の
系
列
に
は
収
ま
ら
な

い
。
と
す
れ
ば
、
「
冬
の
蝿
」
は
、
「
の
ん
き
な
患
者
」
へ
と
傾
斜
し
始
め
る
転
回
点

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
「
冬
の
蝿
」
を
梶
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井
の
文
学
的
転
回
点
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
こ
に
「
の
ん
き
な
患
者
」
に
繋
が
る
段

階
的
な
変
化
を
捉
え
た
い
。

作
品
主
題

「
冬
の
蝿
」
は
、
冒
頭
の
一
節
と
三
つ
の
章
か
ら
成
る
。
「
冬
の
蝿
と
は
何
か
?
」

と
い
う
冒
頭
で
の
聞
い
の
後
、
第
一
章
で
は
、
主
人
公
の
「
私
」
と
蝿
と
の
関
係
が
、

「
蝿
と
日
光
浴
を
し
て
ゐ
る
男
」
と
「
日
光
浴
を
し
な
が
ら
太
陽
を
憎
ん
で
ゐ
る
男
」

の
二
つ
の
表
象
と
し
て
描
か
れ
る
。

私
は
開
け
放
っ
た
窓
の
な
か
で
半
裸
体
の
身
体
を
晒
し
な
が
ら
、
さ
う
し
た

内
湾
の
や
う
に
賑
や
か
な
渓
の
空
を
眺
め
て
ゐ
る
。
す
る
と
彼
等
が
や
っ
て
来

る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
や
っ
て
来
る
の
は
私
の
部
屋
の
天
井
か
ら
で
あ
る
。
日

蔭
で
は
よ
ぼ
よ
ぼ
と
し
て
ゐ
る
彼
等
は
日
な
た
の
な
か
へ
下
り
て
来
る
や
よ
み

が
へ
っ
た
や
う
に
活
気
づ
く
。
(
中
略
)
し
か
し
何
と
い
ふ
「
生
き
ん
と
す
る

意
志
」
で
あ
ら
う
!
彼
等
は
日
光
の
な
か
で
は
交
尾
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

恐
ら
く
枯
死
か
ら
は
さ
う
遠
く
な
い
彼
等
が
!

病
人
で
あ
る
「
私
」
と
蝿
は
共
に
死
に
近
い
存
在
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら

も
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
を
み
せ
る
蝿
に
「
私
」
は
驚
く
。
だ
が
、
蝿
に
意
志
は

な
く
、
あ
る
の
は
本
能
だ
け
で
、
「
私
」
は
蝿
の
本
能
的
な
生
存
行
動
を
「
生
き
ん

と
す
る
意
志
」
と
理
解
す
る
。
そ
こ
か
ら
こ
の
主
人
公
の
「
私
」
が
、
意
志
や
意
識

で
行
動
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
心
理
的
な
主
体
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
「
私
」

の
意
識
は
二
章
ま
で
持
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
「
枯
死
か
ら
は
さ
う
遠
く
な

い
」
運
命
に
あ
り
な
が
ら
、
日
な
た
の
中
で
仮
初
の
生
を
強
い
ら
れ
る
蝿
と
「
私
」

と
の
違
い
を
強
調
す
る
一
節
が
次
で
あ
る
。

私
は
日
を
浴
び
て
ゐ
て
も
、
否
、
日
を
浴
び
る
と
き
は
殊
に
、
太
陽
を
憎
む
こ

と
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
た
。
結
局
は
私
を
生
か
さ
な
い
で
あ
ら
う
太
陽
。
し
か
も

う
っ
と
り
と
し
た
生
の
幻
影
で
私
を
輔
さ
う
と
す
る
太
陽
。
(
中
略
)
装
の
や

う
な
も
の
は
、
反
対
に
、
緊
迫
衣
の
や
う
に
私
を
圧
迫
し
た
。
狂
人
の
や
う
な

悶
え
で
そ
れ
を
引
き
裂
き
、
私
を
殺
す
で
あ
ら
う
酷
寒
の
な
か
の
自
由
を
ひ
た

す
ら
に
私
は
欲
し
た
。

「
結
局
は
私
を
生
か
さ
な
い
」
く
せ
に
「
生
の
幻
影
」
を
み
せ
る
太
陽
を
憎
む

「
私
」
は
、
意
志
に
よ
っ
て
行
動
す
る
自
由
を
求
め
て
家
を
出
て
、
酷
寒
の
「
問
」

の
中
へ
と
突
き
進
む
の
が
第
二
章
で
あ
る
。

「
何
と
い
ふ
苦
い
絶
望
し
た
風
景
で
あ
ら
う
。
私
は
私
の
運
命
そ
の
ま
ま
の

四
囲
の
な
か
に
歩
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
私
の
心
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、

こ
こ
に
ゐ
て
私
は
日
な
た
の
な
か
で
感
じ
る
や
う
な
何
等
の
偽
臓
を
も
感

じ
な
い
。
私
の
神
経
は
暗
い
行
手
に
向
っ
て
張
り
切
り
、
今
や
決
然
と
し

た
意
志
を
感
じ
る
。
な
ん
と
い
ふ
そ
れ
は
気
持
の
い
い
こ
と
だ
ら
う
。
定

罰
の
や
う
な
問
、
膚
を
雰
く
酷
寒
。
そ
の
な
か
で
こ
そ
私
の
疲
労
は
快
く

緊
張
し
新
し
い
戦
標
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。
歩
け
。
歩
け
。
へ
た
ば

る
ま
で
歩
け
」

「
私
」
の
運
命
で
あ
る
「
死
」
に
向
か
っ
て
歩
く
行
為
は
「
私
の
心
そ
の
ま
ま
の

姿
」
で
あ
り
、
蝿
と
は
違
い
、
意
志
的
に
行
動
す
る
自
由
を
持
っ
た
「
私
」
の
存
在

証
明
と
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
行
為
の
果
て
に
辿
り
着
い
た
港
町
で
「
私
」

氏
U

唱
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は
恩
わ
ぬ
発
見
を
す
る
。

私
は
そ
の
港
を
中
心
に
し
て
三
日
ほ
ど
も
そ
の
附
近
の
温
泉
で
帰
る
日
を
延

し
た
。
明
る
い
南
の
海
の
色
や
匂
ひ
は
な
に
か
私
に
は
荒
々
し
く
粗
雑
で
あ
っ

た
。
そ
の
上
卑
俗
で
薄
汚
い
平
野
の
眺
め
は
直
ぐ
に
私
を
倦
か
せ
て
し
ま
っ
た
。



山
や
渓
が
閲
ぎ
合
ひ
心
を
休
め
る
余
裕
や
安
ら
か
な
望
み
の
な
い
私
の
村
の
風

景
が
い
つ
か
私
の
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
私
は
知
っ
た
。
そ
し
て

三
日
の
後
私
は
ま
た
私
の
心
を
封
じ
る
た
め
に
私
の
村
へ
帰
っ
て
来
た
の
で
あ

る「
私
」
が
港
町
へ
来
た
こ
と
に
つ
い
て
、
先
行
論
で
は
、
「
私
」
の
「
倦
怠
」
の

詮
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「
浄
化
作
用
」
や
、
「
人
間
的
な
接
触
を
希
望
す
る
姿
勢
が
潜
ん
で
い
た
」
と
指
摘

す
る
。
一
方
、
な
ぜ
ま
た
村
へ
帰
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
は
「
浄
化
」
も
「
人

間
的
な
接
触
」
も
実
現
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
解
釈
さ
れ
、
一
連
の
港
町
の
描
写
は

主
人
公
の
暗
さ
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
「
私
]
が
村

に
帰
る
の
は
「
私
の
村
の
風
景
が
い
つ
か
私
の
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
」

知
っ
た
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
「
身
に
つ
い
」
た
と
い
う

表
現
は
、
「
私
の
村
の
風
景
」
が
「
私
」
の
肉
体
の
奥
に
届
い
て
く
る
風
景
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
あ
れ
ほ
ど
意
志
的
に
行
動
し
て
い
た
は
ず
の
「
私
」
が
、
い

つ
の
ま
に
か
何
の
希
望
も
な
い
「
私
」
の
生
活
の
場
に
身
体
的
に
引
き
付
け
ら
れ
、

意
志
と
い
う
名
の
下
に
自
ら
の
存
在
を
認
識
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
き
始
め

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
私
」
の
発
見
を
含
む
港
町
の
描
写
は
、
意
志
に
よ

る
認
識
の
枠
組
み
の
崩
れ
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
枠
組
み
が
破
壊
さ
れ
る
、

す
な
わ
ち
、
「
私
」
の
意
志
が
全
く
否
定
さ
れ
る
出
来
事
が
第
三
章
で
待
ち
受
け
て

い
た
。
「
私
」
の
留
守
中
「
部
屋
を
温
め
な
か
っ
た
聞
に
」
蝿
達
が
「
寒
気
の
た
め

に
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
の
で
あ
る
。

私
は
そ
の
こ
と
に
し
ば
ら
く
憂
欝
を
感
じ
た
。
そ
れ
は
私
が
彼
等
の
死
を
傷
ん

だ
た
め
で
は
な
く
、
私
に
も
な
に
か
私
を
生
か
し
そ
し
て
い
つ
か
私
を
殺
し
て

し
ま
ふ
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
は
其

奴
の
幅
広
い
背
を
見
た
や
う
に
思
っ
た
。
そ
れ
は
新
し
い
そ
し
て
私
の
自
尊
心

を
傷
け
る
空
想
だ
っ
た
。
そ
し
て
私
は
そ
の
空
想
か
ら
ま
す
ま
す
陰
欝
を
加
へ

て
ゆ
く
私
の
生
活
を
感
じ
た
の
で
あ
る
。

自
ら
の
気
ま
ぐ
れ
な
行
動
か
ら
蝿
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
自
分
に
も

何
か
「
私
を
生
か
し
そ
し
て
い
つ
か
私
を
殺
し
て
し
ま
ふ
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
が
あ

る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
二
章
で
「
私
」
が
感
じ
て
い
た
意
志
な
ど
が
全
く
及
ば
な

い
、
意
志
を
越
え
た
現
実
で
あ
っ
て
、
「
私
」
も
蝿
も
そ
の
認
識
で
き
な
い
も
の
に

強
い
ら
れ
て
行
動
し
、
生
存
し
て
い
る
。
「
私
」
は
そ
の
強
い
ら
れ
た
行
動
を
意
識

し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
縄
と
は
違
う
自
ら
の
存
在
証
明
で
あ
っ
た
意
志
的
に
行
動
す

る
自
由
を
否
定
さ
れ
た
た
め
に
、
「
自
尊
心
を
傷
け
」
ら
れ
た
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
私
」
の
絶
望
は
、
強
い
ら
れ
て
生
き
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
に
対
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
私
」
と
蝿
が
同
じ
存
在
と
わ
か
っ
た
今
、

冒
頭
の
「
冬
の
蝿
と
は
何
か
?
」
と
い
う
存
在
へ
の
問
い
は
、
人
間
存
在
そ
の
も
の

へ
の
問
い
で
あ
っ
た
と
言
え
、
そ
こ
か
ら
「
冬
の
蝿
」
一
舗
の
主
題
が
人
間
存
在
の
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あ
り
方
に
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

で
は
、
「
冬
の
蝿
」
一
篇
に
描
か
れ
て
い
た
人
間
存
在
の
あ
り
方
と
は
ど
の
よ
、
つ

な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
意
識
の
及
ば
な
い
も
の
に
強
い
ら
れ
る
人
間
存
在

に
絶
望
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
「
私
」
は

「
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
を
知
っ
て
絶
望
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
「
除
欝
を
加
へ
て
ゆ

く
私
の
生
活
」
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
、
今
か
く
あ
る
現
実
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
。

身
体
的
に
引
き
付
け
ら
れ
る
生
活
の
場
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
取
り
替
え
不
可
能
な

絶
対
的
な
現
実
な
の
で
あ
る
。
意
志
的
に
行
動
し
て
い
る
と
思
い
な
が
ら
、
意
志
の

及
ば
な
い
、
認
識
で
き
な
い
も
の
に
動
か
さ
れ
、
そ
の
行
動
が
蝿
を
殺
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
事
実
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
人
間
存
在
の
あ
り
方
。
梶
井
が
「
冬
の
蝿
」

一
篇
を
通
し
て
描
い
た
人
間
存
在
の
あ
り
方
と
は
、
こ
の
よ
う
に
認
識
で
き
な
い
も



の
に
包
ま
れ
て
生
き
る
人
間
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
生
活
」
を
め
ぐ
っ
て

梶
井
が
、
同
人
雑
誌
「
青
空
」
の
創
刊
号
に
「
樟
様
」
(
「
青
空
」
大
一
四
・
こ

で
は
な
く
「
瀬
山
の
話
」
(
大
ご
ニ
)
を
処
女
作
と
し
て
発
表
し
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
発
表
さ
れ
た
作
品
「
樟
様
」
は
、

「
瀬
山
の
話
」
の
中
の
一
挿
話
で
あ
っ
た
「
棒
様
」
を
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
瀬
山
」
と
い
う
性
格
破
綻
者
の
放
部
生
活
が
描
か
れ
た
「
瀬
山
の
話
」
は
、
梶

井
の
三
高
時
代
の
実
生
活
を
想
起
さ
せ
る
私
小
説
的
要
素
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
こ

の
「
瀬
山
の
話
」
か
ら
「
樟
様
」
が
抽
出
さ
れ
る
過
程
で
、
実
生
活
の
要
素
が
放
棄

さ
れ
、
感
受
性
内
部
の
世
界
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
梶
井
の
初
期
の
文
学
を
「
生

活
へ
の
反
対
」
の
芸
術
と
み
な
す
一
因
と
な
っ
た
。
そ
し
て
晩
年
、
「
生
活
へ
の
芸

注
6

術
」
を
指
向
し
始
め
た
梶
井
は
、
自
ら
の
生
活
に
取
材
し
た
「
の
ん
き
な
患
者
」
を

描
き
、
こ
の
作
品
は
、
自
他
共
に
文
学
的
転
回
を
認
め
る
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
、

「
冬
の
蝿
」
で
描
か
れ
た
、
人
聞
が
自
ら
の
運
命
を
動
か
す
大
き
な
も
の
に
包
ま
れ

て
生
き
る
姿
は
、
梶
井
の
理
解
す
る
「
生
活
」
を
示
し
て
い
た
と
は
一
宮
守
え
な
い
だ
ろ

、っか。一
章
か
ら
二
章
に
か
け
て
、
課
せ
ら
れ
た
生
活
に
反
発
す
る
「
私
]
は
、
意
志
的

に
生
き
る
場
を
求
め
て
「
間
」
の
中
へ
自
ら
を
投
棄
す
る
。
し
か
し
、
港
町
で
自
分

と
は
異
質
な
生
活
を
知
り
、
ど
こ
か
身
体
的
に
引
き
戻
さ
れ
る
自
分
を
感
じ
な
が
ら

家
に
帰
っ
た
「
私
」
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、
三
章
で
の
蝿
逮
の
死
で
あ
っ
た
。

自
ら
の
気
ま
ぐ
れ
な
行
動
に
よ
り
蝿
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
自
分
の
生

活
が
、
蝿
に
生
き
る
場
を
与
え
る
一
方
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
付
く
。
だ
が
、

そ
の
自
分
の
生
活
も
気
ま
ぐ
れ
な
行
動
も
、
自
ら
の
意
識
の
及
ば
な
い
も
の
に
強
い

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
全
て
を
含
め
て
「
私
」
の
「
生
活
」
は
あ
る
。
一
章

か
ら
三
章
に
か
け
て
描
か
れ
た
認
識
で
き
な
い
も
の
を
包
み
込
ん
だ
生
活
は
、
「
私
」

の
意
識
が
及
ば
な
か
っ
た
、
驚
き
と
発
見
を
持
つ
。
こ
の
驚
き
と
発
見
こ
そ
、
経
験

的
な
世
界
か
ら
は
決
し
て
う
ま
れ
な
い
、
現
実
だ
け
が
持
つ
リ
ア
リ
テ
ィ
な
の
だ
。

一
方
、
「
瀬
山
の
話
」
に
描
か
れ
た
日
常
生
活
は
、
「
冬
の
蝿
」
に
描
か
れ
た
「
生

活
」
と
は
違
っ
て
い
た
。

彼
の
生
活
は
も
う
実
行
的
な
力
に
欠
け
た
彼
に
と
っ
て
は
弥
縫
す
る
こ
と
も

出
来
な
い
程
あ
ま
り
に
四
離
減
裂
だ
っ
た
の
だ
。
醒
め
て
ゐ
る
時
に
は
そ
の
生

活
の
創
口
が
口
を
真
紅
に
あ
け
て
彼
を
責
め
た
て
る
。
彼
は
そ
の
威
赫
に
手
も

足
も
出
な
く
な
っ
て
、
ど
う
か
し
て
其
処
を
逃
げ
出
し
た
い
と
思
っ
て
し
ま
ふ
。

私
は
彼
が
常
に
友
達
|
|
そ
れ
も
彼
の
生
活
が
現
在
ど
う
な
っ
て
ゐ
る
か
知

ら
な
い
様
な
友
達
と
一
緒
に
な
り
た
が
っ
て
ゐ
た
の
を
知
っ
て
ゐ
る
。
彼
は
そ

れ
ら
の
群
の
中
で
は
、
彼
ら
同
様
生
活
に
何
の
苦
し
み
も
な
い
様
な
平
然
と
し

た
態
度
を
装
っ
て
見
た
り
、
(
こ
う
で
も
あ
っ
た
な
ら
!
)
と
思
っ
て
ゐ
る
状

件
を
そ
の
ま
、
着
用
し
た
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
信
用
さ
れ
通
用
す
る
こ
と
に
あ

る
気
休
め
を
感
じ
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
。

単
に
実
生
活
の
事
実
を
写
し
た
だ
け
の
、
鷲
き
と
発
見
の
な
い
経
験
的
な
世
界
。

そ
こ
に
は
「
冬
の
蝿
」
に
あ
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
実
生
活
を
放
棄
し
、
「
棒
様
」
を
独
立
さ
せ

る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
先
ず
は
「
瀬
山
の
話
」
か
ら
「
樟
様
」

に
収
束
す
る
過
程
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

実
生
活
の
要
素
が
放
棄
さ
れ
た
処
女
作
「
棒
様
」
は
、
確
か
に
感
受
性
内
部
の
世

界
の
構
築
を
は
か
る
作
品
で
あ
る
か
に
読
め
る
。
し
か
し
、
「
瀬
山
の
話
」
の
中
の
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「
樽
様
」
挿
話
で
は
、
レ
モ
ン
で
丸
善
を
爆
破
す
る
想
像
に
酔
う
自
分
を
否
定
す
る

一
節
が
最
後
に
加
え
ら
れ
る
。

然
し
あ
の
時
、
秘
密
な
歓
喜
に
充
さ
れ
て
街
を
街
佳
い
て
ゐ
た
私
に
、

|
|
君
、
面
白
く
も
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
|
|

と
不
意
に
云
っ
た
人
が
あ
っ
た
と
し
玉
へ
。
私
は
慌
て
、
抗
弁
し
た
に
違
ひ
な

1v 
|
|
君
、
馬
鹿
を
云
っ
て
呉
れ
て
は
困
る
。
|
|
俺
が
書
い
た
狂
人
芝
居
を

俺
が
演
じ
て
ゐ
る
の
だ
、
然
し
正
直
な
と
こ
ろ
あ
れ
程
馬
鹿
気
た
気
持
に
全
然

な
る
に
は
俺
は
ま
だ
正
気
過
ぎ
る
の
だ
。

現
実
の
価
値
体
系
の
象
徴
で
あ
る
丸
善
を
、
自
ら
の
固
有
の
感
覚
で
あ
る
レ
モ
ン

に
よ
っ
て
爆
破
す
る
想
像
は
、
現
実
を
離
れ
て
感
受
性
内
部
の
世
界
で
遊
ぶ
「
狂
人

芝
居
」
に
す
ぎ
ず
、
現
実
は
何
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
「
樽
様
」
挿
話
に

お
い
て
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
感
受
性
内
部
の
世
界
を
否
定
す
る
意
図
は
、
作
品

「
樽
様
」
の
末
尾
で
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

私
は
こ
の
想
像
を
熱
心
に
追
求
し
た
。
「
さ
う
し
た
ら
あ
の
気
詰
り
な
丸
善
も

粉
葉
み
じ
ん
だ
ら
う
」

そ
し
て
私
は
活
動
写
真
の
看
板
画
が
奇
体
な
趣
き
で
街
を
彩
っ
て
ゐ
る
京
極
を

下
っ
て
行
っ
た
。

「
棒
様
」
挿
話
に
見
ら
れ
た
最
後
の
一
節
が
削
ら
れ
た
こ
と
で
、
作
品
「
棒
様
」

註
7

注
S

の
性
格
が
、
「
感
受
性
の
純
粋
抽
出
」
や
、
「
美
的
自
己
慰
安
」
と
い
っ
た
言
葉
で

論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
致
し
方
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
来
な
か
っ
た

最
後
の
一
文
に
描
か
れ
た
語
り
手
の
「
私
」
の
外
貌
は
、
こ
れ
ま
で
「
私
」
の
意
識

の
内
側
の
み
を
描
い
て
来
た
梶
井
の
視
点
が
、
「
私
」
を
外
か
ら
眺
め
る
位
置
に
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

小
説
を
書
く
上
で
作
者
と
語
り
手
の
視
点
が
同
化
す
る
場
合
、
と
も
す
れ
ば
語
り

手
は
作
者
の
主
観
内
部
の
人
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
作
者
の
自
己
意
識
を
投

影
し
た
影
で
し
か
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
語
り
手
の
語
る
他
の
作
中
人
物
も
ま
た
影

で
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
梶
井
の
初
期
作
品
「
橡
の
花
」
(
「
青
空
」
大
一
四
・
一
一
)

に
は
「
或
る
私
信
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
梶
井
は
こ
の
作
品
を
嫌
い
、

持
出

9

注

ω

晩
年
に
創
作
集
を
出
す
際
、
「
レ
ベ
ル
以
下
」
と
し
て
削
除
し
た
。
「
橡
の
花
」
は

副
題
の
通
り
書
簡
体
の
作
品
で
、
語
り
手
の
「
私
」

H
梶
井
が
日
常
生
活
を
語
る
と

い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
中
の
あ
る
人
物
描
写
に
つ
い
て
古
閑
章
氏
は
次
の

よ
う
に
言
う
。

O
は
そ
の
前
の
日
曙
に
鶴
見
の
花
月
園
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ
親
類
の
子
供
を
連

れ
て
行
っ
た
と
云
ひ
ま
し
た
。
そ
し
て
面
白
き
う
に
そ
の
模
様
を
話
し
て
聞
か

せ
ま
し
た
。
(
中
略
)
ほ
ん
た
う
に
面
白
か
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
今
も
そ
の

愉
快
が
身
体
の
ど
こ
か
に
残
っ
て
ゐ
る
と
云
っ
た
話
振
り
な
の
で
す
。
た
う
と

う
私
も
「
行
っ
て
見
度
い
な
あ
」
と
云
は
き
れ
ま
し
た
。
変
な
云
い
方
で
す
が

こ
の
な
あ
の
あ
は
O
の
「
す
べ
り
台
面
白
い
ぞ
を
」
の
を
と
釣
合
っ
て
ゐ
ま
す
。

そ
し
て
そ
ん
な
釣
合
ひ
は

O
と
い
ふ
人
間
の
魅
力
か
ら
や
っ
て
来
ま
す
。

O
は

嘘
の
云
へ
な
い
素
直
な
男
で
彼
の
云
ふ
こ
と
は
こ
ち
ら
も
素
直
に
信
じ
ら
れ
ま

す
。
そ
の
こ
と
は
あ
ま
り
素
直
で
は
な
い
私
に
と
っ
て
少
く
と
も
嬉
し
い
こ
と

で
す
。
(
傍
線
・
古
閑
氏
)

「
傍
線
部
の
文
章
な
ど
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
書
簡
中
の
人
物
評
」
と
し
て
の
機
能

し
か
担
わ
さ
れ
て
い
な
い
印
象
を
受
け
、
「

O
の
人
間
的
魅
力
に
関
し
て
」
こ
こ
以

外
の
描
写
が
な
い
た
め
に
、
「
0
の
素
直
さ
を
知
る
の
は
『
私
」

H
梶
井
だ
け
で
あ

り
、
そ
う
い
う
一
人
よ
が
り
の
『
私
』
が
極
め
て
個
人
的
な
感
情
に
浸
り
な
が
ら

「
嬉
し
い
』
と
独
語
す
る
文
章
構
造
が
こ
の
場
面
の
核
心
部
に
潜
め
ら
れ
て
い
る
」
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住

u

と
指
摘
す
る
。

古
閑
氏
の
言
う
通
り
、

O
が
素
直
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
描
写
は
、

O
を
「
私
」

H
梶
井
の
主
観
に
囚
わ
れ
た
人
物
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
作
中
の
登

場
人
物
が
生
き
た
人
間
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
作
者

の
主
観
内
部
か
ら
断
ち
切
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の

は
、
彼
ら
の
今
い
る
現
実
を
外
か
ら
眺
め
る
作
者
の
視
点
な
の
で
あ
る
。
作
品
「
樽

様
」
の
最
後
の
一
文
で
描
か
れ
た
「
私
」
の
外
貌
は
、
「
私
」
の
意
識
の
内
側
に
留

ま
っ
て
い
る
限
り
決
し
て
認
識
で
き
な
い
「
私
」
の
存
在
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
存

在
を
描
い
た
こ
と
で
梶
井
は
、
「
私
」
の
主
観
内
部
か
ら
断
ち
切
れ
、
初
め
て
表
現

者
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

柄
谷
行
人
氏
は
「
私
に
い
え
る
こ
と
は
万
人
に
い
え
る
と
考
え
る
よ
う
な
考
え
方
」

住
ロ

を
「
独
我
論
」
と
呼
ぶ
が
、
ま
さ
し
く
「
橡
の
花
」
は
語
り
手
の
「
私
」
の
「
独
我

論
」
に
終
わ
っ
て
い
る
。
小
説
を
日
記
や
書
簡
か
ら
区
別
す
る
も
の
を
表
現
方
法
に

み
る
な
ら
ば
、
「
橡
の
花
」
は
皮
肉
に
も
副
題
通
り
の
「
私
信
」
に
す
ぎ
ず
、
小
説

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
梶
井
に
と
っ
て
、
「
独
我
論
」
に
陥
ら
な
い
よ
う
に

い
か
に
し
て
語
り
手
(
主
人
公
)
を
相
対
化
す
る
か
は
、
処
女
作
か
ら
の
最
大
の
テ

ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
処
女
作
に
と
考
え
て
い
た
「
瀬

山
の
話
」
に
も
、
当
然
主
人
公
の
「
瀬
山
」
を
相
対
化
す
る
意
図
は
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
し
、
何
よ
り
も
「
瀬
山
の
話
」
の
語
り
の
構
造
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

「
瀬
山
の
話
」
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
瀬
山
」
に
つ
い
て
語
る
中
で
、

「
瀬
山
」
が
「
私
」
に
語
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
「
私
」
が
「
一
人
称
の
ナ
レ
イ
シ
ヨ

ン
」
で
語
る
と
い
う
複
雑
な
構
造
を
持
つ
。
つ
ま
り
梶
井
は
、
「
棉
様
」
挿
話
に
お

い
て
感
受
性
内
部
の
世
界
を
否
定
す
る
「
私
」

H

「
瀬
山
」
を
外
か
ら
見
る
語
り
手

の
「
私
」
に
自
ら
の
視
点
を
同
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
瀬
山
」
を
相
対
化
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
「
棉
様
」
の
最
後
の
一
文
の
よ
う
に
語
り
手
の

「
私
」
を
相
対
化
し
て
い
な
い
た
め
に
、
「
瀬
山
」
は
「
私
」
の
主
観
内
部
の
主
人
公

と
な
り
、
「
私
」

H
梶
井
の
自
己
意
識
を
投
影
し
た
影
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
、
「
瀬
山
」
の
退
廃
し
た
日
常
生
活
が
「
私
」
の
主
観
に
囚
わ
れ
た
経
験
的

な
世
界
と
な
っ
た
原
因
も
こ
の
語
り
の
構
造
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
瀬
山
の
話
」

に
お
い
て
、
梶
井
は
、
自
ら
の
主
観
内
部
か
ら
断
ち
切
れ
た
主
人
公
「
瀬
山
」
が
、

そ
の
意
識
の
外
側
に
広
が
る
日
常
世
界
を
生
き
生
き
と
生
き
る
様
を
描
き
出
し
た
か

っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
外
枠
に
「
私
」
の
視
点
を
置
い
た
た
め
に
、
主

人
公
と
そ
の
日
常
生
活
は
生
き
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
主
観
内
部
に
囚
わ
れ
た
影
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
瀬
山
の
話
」
か
ら
作
品
「
樽
様
」
が
出
来
上
が
る
過
程
で
、
外
枠
に
置
か
れ
て

い
た
「
私
」

H
作
者
の
視
点
が
削
ら
れ
、
語
り
の
構
造
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
梶
井

が
、
表
現
者
と
し
て
先
ず
は
主
人
公
を
生
き
た
人
間
と
し
て
立
ち
上
が
ら
せ
る
た
め

に
は
、
感
受
性
内
部
の
世
界
に
遊
ぶ
「
棒
様
」
的
世
界
を
否
定
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
作
品
「
樟
様
」
の
最
後
の
一
行
で
、
意
識
の
内
部
の
世
界
に
閉
じ
こ
も

る
こ
と
を
か
ろ
う
じ
て
否
定
す
る
こ
と
で
表
現
者
と
し
て
立
ち
上
が
っ
た
梶
井
は
、

そ
れ
以
後
、
意
識
の
外
側
に
何
が
あ
る
の
か
模
索
し
続
け
る
。
「
瀬
山
の
話
」
で
は

描
け
な
か
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る
「
生
活
」
を
描
く
た
め
に
は
、
意
識
の
外
側
に

広
が
る
も
の
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
作
品
「
棒
様
」

に
収
束
す
る
際
の
実
生
活
の
放
棄
は
、
寧
ろ
「
生
活
」
の
描
写
の
た
め
で
あ
っ
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
「
冬
の
蝿
」
で
そ
の
「
生
活
」
を
描
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
認

識
で
き
な
い
も
の
を
包
み
込
ん
だ
生
活
を
理
解
で
き
た
の
か
を
次
で
考
え
て
み
た
い
。

nu 
。，“



四

「
闇
」
の
発
見

認
識
で
き
な
い
も
の
を
包
み
込
ん
だ
生
活
を
理
解
し
た
こ
と
は
、
人
聞
が
自
分
の

運
命
を
動
か
す
大
き
な
も
の
に
包
ま
れ
て
生
き
る
こ
と
を
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
梶
井
が
自
ら
の
存
在
を
包
み
込
む
未
知
の
領
域
を
認
識
し
た
こ
と
が
、
「
冬

の
蝿
」
に
お
け
る
「
生
活
」
の
描
写
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
は
、
自
分
の
意
識
の
及
ば
な
い
も
の
に
出
会
っ
て
初
め
て
意
識
の
限
界
を
知
る
。

そ
の
意
識
の
及
ば
な
い
も
の
、
認
識
で
き
な
い
も
の
を
「
自
然
」
と
す
る
な
ら
ば
、

梶
井
の
自
然
観
は
、
処
女
作
「
樟
様
」
か
ら
「
冬
の
蝿
」
へ
と
徐
々
に
深
化
し
て
ゆ

く
。
先
ず
、
「
樽
様
」
に
お
い
て
「
自
然
」
は
、
「
不
吉
な
塊
」
と
「
樽
様
」
と
し
て

現
れ
る
。

え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
が
私
の
心
を
始
終
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た
。
(
中

略
)
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
背

を
焼
く
や
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
い
け
な
い
の
は
そ
の
不

吉
な
塊
だ
。

一
体
私
は
あ
の
樟
様
が
好
き
だ
。
(
中
略
)
始
終
私
の
心
を
圧
へ
つ
け
て
ゐ
た

不
吉
な
塊
が
そ
れ
を
握
っ
た
瞬
間
か
ら
い
く
ら
か
弛
ん
で
来
た
と
見
え
て
、
私

は
街
の
上
で
非
常
に
幸
福
で
あ
っ
た
。

|
|
つ
ま
り
は
此
の
重
さ
な
ん
だ
な
。
ー
ー

そ
の
重
さ
こ
そ
常
づ
ね
私
が
尋
ね
あ
ぐ
ん
で
ゐ
た
も
の
で
、
疑
ひ
も
な
く
こ

の
重
さ
は
総
て
の
普
い
も
の
総
て
の
美
し
い
も
の
を
重
量
に
換
算
し
て
来
た
重

き
で
あ
る
(
後
略
)

「
不
吉
な
塊
」
が
「
樽
様
」
に
照
応
し
て
い
る
こ
と
は
多
く
の
論
者
が
指
摘
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
精
神
や
肉
体
、
外
界
に
も
属
さ
な
い
第
三
の
領
域
と
し
て
あ
る

「
不
吉
な
塊
」
が
、
「
私
」
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
一
方
、
自
分
固
有
の
価
値
を
示
す

「
樽
様
」
は
「
私
」
を
救
う
も
の
と
し
て
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
自
然
」
は
未
だ
感

覚
的
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
何
か
認
識
で
き
な
い
も
の
が
「
私
」

を
「
私
」
た
ら
し
め
て
い
る
と
い
う
漠
然
と
し
た
梶
井
の
理
解
が
そ
こ
に
あ
る
。
し

か
し
、
「
路
上
」
(
「
青
空
」
大
一
四
・
一

O
)
で
は
そ
れ
が
「
滑
っ
た
こ
と
」
と
い

う
自
分
の
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

滑
っ
た
と
い
ふ
今
の
出
来
事
が
な
に
か
夢
の
中
の
出
来
事
だ
っ
た
や
う
な
気

が
し
た
。
変
に
覚
え
て
ゐ
な
か
っ
た
。
傾
斜
へ
出
か
か
る
ま
で
の
自
分
、
不
意

に
自
分
を
引
摺
り
込
ん
だ
危
険
、
そ
し
て
今
の
自
分
。
そ
れ
は
な
に
か
均
衡
の

と
れ
な
い
不
自
然
な
連
鎖
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
起
り
は
し
な
か
っ
た
と

否
定
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
自
分
も
信
じ
て
し
ま
ひ
さ
う
な
気
が
し
た
。

意
識
の
支
配
下
に
あ
る
は
ず
の
行
為
を
「
変
に
覚
え
て
ゐ
な
」
い
と
い
う
描
写
か

ら
、
自
分
の
存
在
が
意
識
の
外
側
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
自
ら
の
存
在
を
「
自
然
」
と
し
て
理
解
し
た
梶
井
は
、
次
に
そ
の
存
在
そ
の

も
の
を
風
景
の
一
つ
と
し
て
見
ょ
う
と
し
た
の
が
「
あ
る
心
の
風
景
」
(
「
青
空
」
大

一
五
・
人
)
で
あ
る
。
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窓
か
ら
の
風
景
は
何
時
の
夜
も
識
ら
な
か
っ
た
。
(
中
略
)

然
し
或
る
夜
、
喬
は
暗
の
な
か
の
木
に
、
一
点
の
蒼
白
い
光
を
見
出
し
た
。

い
づ
れ
な
に
か
の
虫
に
は
違
ひ
な
い
と
思
へ
た
。
次
の
夜
も
、
次
の
夜
も
、
喬

は
そ
の
光
を
見
た
。

そ
し
て
彼
が
窓
辺
を
去
っ
て
、
寝
床
の
上
に
横
に
な
る
と
き
、
彼
は
部
屋
の

な
か
の
暗
に
も
一
点
の
燐
光
を
感
じ
た
。



「
私
の
病
ん
で
ゐ
る
生
き
物
。
私
は
暗
聞
の
な
か
に
や
が
て
消
え
て
し
ま
ふ
。

然
し
お
前
は
睡
ら
な
い
で
ひ
と
り
お
き
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
。
そ
と
の
虫
の

や
う
に
:
:
:
青
い
燐
光
を
燃
し
な
が
ら
:
:
:
」

「
蒼
白
い
光
」
と
い
う
風
景
の
一
つ
と
し
て
自
己
存
在
を
託
す
こ
と
で
、
「
私
」

が
死
ん
だ
後
も
「
私
」
固
有
の
価
値
と
し
て
残
る
。
し
か
し
、
風
景
の
一
つ
に
な
る

こ
と
は
、
「
私
の
病
ん
で
ゐ
る
生
き
物
」
と
い
う
自
分
と
は
無
関
係
な
他
者
と
な
る

こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
自
然
」
(
自
ら
の
存
在
)
は
、
自
分
を
救
う
も
の
で

あ
る
と
同
時
に
、
自
分
と
は
無
関
係
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梶

井
の
自
然
観
は
自
分
と
は
疎
遠
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
一
方
で
、
固
有
の
価
値
を

示
し
自
分
を
規
定
し
て
く
れ
る
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
自
ら

の
存
在
を
規
定
で
き
な
い
現
実
を
凝
視
す
る
こ
と
か
ら
の
逃
避
の
意
味
を
も
っ
て
い

た
が
、
一
転
し
て
そ
の
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭
さ
れ
る
の
が
「
冬
の
日
」
(
「
青
空
」

桂
川

昭
二
・
二
、
四
)
で
あ
る
。

「
冬
の
日
」
で
は
、
主
人
公
の
「
尭
」
は
自
分
の
存
在
を
規
定
で
き
な
い
苦
し
み

に
囚
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
苦
し
み
の
中
で
唯
一
自
分
の
存
在
を
証
明
し
て
く
れ
る
も

の
は
、
肺
を
病
ん
だ
彼
が
吐
き
出
す
血
疲
で
あ
る
。

尭
は
金
魚
の
仔
で
も
つ
ま
む
や
う
に
し
て
そ
れ
を
土
管
の
口
へ
持
っ
て
行
く
の

で
あ
る
。
(
中
略
)
冷
澄
な
空
気
の
底
に
冴
え
冴
え
と
し
た
一
塊
の
彩
り
は
、

何
故
か
い
つ
も
ぢ
っ
と
凝
視
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
日
町
へ
出
る
と
き
赤
い
も
の
を
吐
い
た
、
そ
れ
が
路
ぱ
た
の
櫨
の
根
方
に

ま
だ
ひ
っ
か
か
っ
て
ゐ
た
。
尭
に
は
微
か
な
身
標
ひ
が
感
じ
ら
れ
た
。

何
が
彼
を
駆
る
の
か
。
そ
れ
は
遠
い
地
平
へ
落
ち
て
行
く
太
陽
の
姿
だ
っ
た
。

(
中
略
)
窓
の
外
の
風
景
が
次
第
に
蒼
ざ
め
た
空
気
の
な
か
へ
没
し
て
ゆ
く
と

き
、
そ
れ
が
既
に
た
だ
の
日
蔭
で
は
な
く
、
夜
と
名
附
け
ら
れ
た
日
蔭
だ
と
い

ふ
自
覚
に
、
彼
の
心
は
不
思
議
な
い
ら
だ
ち
を
覚
え
て
来
る
の
だ
っ
た
。

「
ぁ
、
あ
大
き
な
落
日
が
見
た
い
」

死
を
目
前
に
し
た
「
尭
」
に
は
、
今
生
き
て
い
る
現
実
が
虚
ろ
に
思
え
る
。
そ
の

虚
ろ
な
現
実
の
中
で
唯
一
確
か
に
生
命
的
な
も
の
は
、
つ
ま
む
こ
と
の
で
き
る
血
疲

で
あ
り
、
そ
の
鮮
や
か
な
紅
色
は
虚
ろ
な
も
の
を
目
覚
め
さ
せ
て
ゆ
く
。
し
か
し
、

自
ら
の
存
在
を
証
明
す
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
血
疲
は
、
一
方
で
命
を
焼
き
尽
く
す

火
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
櫨
の
根
方
」
に
張
り
付
い
た
ま
ま
の
赤

い
血
疲
に
対
す
る
「
尭
」
の
「
徴
か
な
身
傑
ひ
」
は
、
自
分
の
「
根
方
」
が
そ
の
血

疲
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
れ
を
示
し
、
こ
の
血
疫
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
は

「
落
日
」
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
が
沈
め
ば
「
夜
」
と
い
う
暗
聞
が
く
る
。

「
夜
」
と
名
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
太
陽
は
そ
の
存
在
を
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ

れ
と
同
様
に
、
自
分
も
や
が
て
は
「
死
」
と
名
付
け
ら
れ
た
暗
閣
の
中
に
消
え
る
こ

と
で
過
去
の
生
は
無
意
味
に
な
る
。
自
ら
の
存
在
の
象
徴
で
あ
る
「
落
日
」
を
求
め

る
の
は
そ
の
た
め
だ
が
、
血
疾
が
自
分
を
救
う
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
「
落
日
」

も
い
ず
れ
は
沈
み
、
自
分
固
有
の
価
値
を
残
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
冬
の
日
」
に
お
い
て
救
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
さ
れ
た
梶
井
の
自

然
観
は
、
「
蒼
寄
」
で
は
自
ら
の
存
在
を
包
み
込
む
「
聞
」
と
表
現
さ
れ
る
。
自
ら

の
存
在
が
自
分
固
有
の
価
値
を
示
さ
な
く
な
っ
た
時
、
梶
井
は
自
分
の
存
在
が
何
か

認
識
で
き
な
い
も
の
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
認
識
で
き
る
も
の
が
、
突

き
詰
め
れ
ば
視
力
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
認
識
で
き
な
い
自
ら
の
存
在

は
、
そ
の
中
で
何
も
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
閤
」
に
包
ま
れ
た
も
の
と
な
る
。

雲
が
湧
き
立
つ
て
は
消
え
て
ゆ
く
空
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
は
、
見
え
な
い
山
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の
や
う
な
も
の
で
も
な
く
、
不
思
議
な
岬
の
や
う
な
も
の
で
も
な
く
、
な
ん
と

い
ふ
虚
無
!
白
日
の
聞
が
満
ち
充
ち
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と
を
。
私
の
眼

は
一
時
に
視
力
を
弱
め
た
か
の
や
う
に
、
私
は
大
き
な
不
幸
を
感
じ
た
。

生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
す
雲
が
「
間
」
か
ら
来
て
「
聞
」
へ
帰
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
、

自
分
の
生
も
「
間
」
か
ら
与
え
ら
れ
、
消
滅
し
て
ゆ
く
。
自
分
の
存
在
が
「
間
」
に

包
ま
れ
、
支
配
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
眼
に
見
え
る
現
実
は
、

「
聞
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
非
常
に
あ
や
ふ
や
な
世
界
に
な
る
。
主
体
性
そ
の
も
の
が

自
分
で
確
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
、
そ
し
て
突
然
奪
わ
れ
る
虚
構
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
主
体
に
執
着
す
る
私
は
、
「
聞
」
を
「
虚
無
」

と
意
味
付
け
る
。
与
え
ら
れ
た
生
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
消
え
て
ゆ
く
先
の
「
閤
」
は

「
死
」
で
あ
り
、
「
虚
無
」
で
し
か
な
い
。
「
閤
」
を
「
虚
無
」
と
捉
え
る
限
り
、
「
閤
」

は
、
そ
の
中
で
人
聞
は
生
き
ら
れ
な
い
非
人
間
的
空
間
と
な
る
。
こ
の
光
や
生
を
排

除
し
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
「
間
」
観
は
、
自
分
の
存
在
が
、
認
識
で
き
な
い
「
閤
」

に
包
ま
れ
て
い
る
現
実
に
た
だ
絶
望
す
る
し
か
な
い
梶
井
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
「
間
」
が
一
転
し
て
安
堵
を
覚
え
ら
れ
る
場
に
変
わ
る
の
が
「
閣
の
絵

巻
」
(
「
詩
・
現
実
」
昭
五
・
九
)
で
あ
る
。

停
電
し
て
部
屋
が
真
暗
に
な
っ
て
し
ま
ふ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
最
初
な
ん
と
も
い

へ
な
い
不
快
な
気
持
に
な
る
。
し
か
し
一
す
気
を
変
へ
て
呑
気
で
ゐ
て
や
れ
と

思
ふ
と
同
時
に
、
そ
の
暗
聞
は
電
燈
の
下
で
は
味
は
ふ
こ
と
の
出
来
な
い
爽
や

か
な
安
息
に
変
化
し
て
し
ま
ふ
。

認
識
で
き
な
い
「
問
」
に
出
会
い
、
意
識
の
限
界
を
知
り
な
が
ら
そ
の
「
問
」
に

対
し
て
絶
望
し
続
け
る
こ
と
は
、
再
び
意
識
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
意
識
の
内
部
の
息
苦
し
き
を
断
ち
切
る
手
段
と
し
て
「
呑
気
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
主
体
へ
の
執
着
を
捨
て
て
「
問
」
に
包
ま
れ
て
生

き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
生
き
る
場
と
な
っ
た
「
聞
」
は
、
か
つ
て
の
何

も
な
い
場
所
で
は
な
か
っ
た
。

(
前
略
)
渓
の
間
へ
向
っ
て
一
心
に
石
を
投
げ
た
。
聞
の
な
か
に
は
一
本
の
柚

の
木
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
ひ
と
し
き
り
す
る
と
聞
の
な
か
か
ら
は

芳
烈
な
柚
の
匂
ひ
が
立
騰
っ
て
来
た
。

下
流
の
方
を
眺
め
る
と
、
渓
が
瀬
を
な
し
て
轟
々
と
激
し
て
ゐ
た
。
瀬
の
色

は
閣
の
な
か
で
も
白
い
。
そ
れ
は
ま
た
尻
つ
尾
の
や
う
に
細
く
な
っ
て
下
流
の

聞
の
な
か
へ
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

山
の
な
か
の
所
ど
こ
ろ
に
譲
れ
立
っ
て
ゐ
る
竹
薮
。
彼
等
は
聞
の
な
か
で
も
そ

の
あ
り
か
を
ほ
の
白
く
光
ら
せ
る
。
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突
如
ご
お
っ
と
い
ふ
音
が
足
下
か
ら
起
る
。
(
中
略
)
そ
の
音
は
凄
ま
じ
い
。

気
持
に
は
あ
る
混
乱
が
起
っ
て
来
る
。
大
工
と
か
左
官
と
か
さ
う
い
っ
た
連
中

が
渓
の
な
か
で
不
可
思
議
な
酒
盛
を
し
て
ゐ
て
、
そ
の
高
笑
ひ
が
ワ
ツ
ハ
ツ
ハ
、

ワ
ツ
ハ
ツ
ハ
と
き
こ
え
て
来
る
や
う
な
気
の
す
る
こ
と
が
あ
る
。

光
を
包
み
込
む
重
層
的
な
「
闇
」
の
中
に
、
目
に
は
見
え
な
い
が
命
あ
る
者
の
姿

が
あ
る
。
光
と
暗
、
生
と
死
と
い
っ
た
二
項
対
立
関
係
そ
の
も
の
を
包
み
込
む
「
間
」

桂

川

は
、
混
沌
と
し
た
生
命
の
根
源
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
生
命
を
生
み
出
す
場
と

し
て
躍
動
感
を
湛
え
た
「
閤
」
の
姿
に
、
「
大
工
と
か
左
官
」
と
い
う
民
衆
の
持
つ

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
見
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
生
を
除
外
し
た
と
こ
ろ
に
「
閤
」
を
見

る
の
で
は
な
く
、
生
き
る
こ
と
の
中
に
「
間
」
を
見
る
こ
と
を
理
解
し
た
梶
井
の

「
闇
」
観
は
、
「
蒼
寄
」
で
の
「
虚
無
」
か
ら
生
命
の
根
源
へ
と
変
化
し
た
。
意
識
の



外
側
に
あ
る
も
の
を
模
索
し
続
け
、
人
間
の
存
在
を
含
む
全
て
が
生
命
の
根
源
で
あ

る
「
聞
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
時
、
梶
井
の
自
然
観
は
完
成
し
た

の
だ
と
言
え
よ
う
。
で
は
、
「
蒼
常
」
と
「
聞
の
絵
巻
」
の
聞
に
位
置
す
る
「
冬
の

蝿
」
で
は
、
梶
井
の
自
然
(
間
)
観
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
中
か
ら

「
問
」
の
描
写
を
抜
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

私
は
山
の
凍
て
つ
い
た
空
気
の
な
か
を
暗
を
わ
け
で
歩
き
出
し
た
。
(
中
略
)

と
き
ど
き
そ
れ
で
も
私
の
績
を
軽
く
な
で
て
ゆ
く
空
気
が
感
じ
ら
れ
た
。
(
中

略
)
そ
れ
は
昼
間
の
日
の
ほ
と
ぼ
り
が
ま
だ
斑
ら
に
道
に
残
っ
て
ゐ
る
た
め
で

あ
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
つ
て
来
た
。
す
る
と
私
に
は
凍
っ
た
聞
の
な
か
に
畳

の
日
射
し
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
や
う
に
思
へ
は
じ
め
た
。

何
と
い
ふ
苦
い
絶
望
し
た
風
景
で
あ
ら
う
。
私
は
私
の
運
命
そ
の
ま
ま
の
四

囲
の
な
か
に
歩
い
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
私
の
神
経
は
暗
い
行
手
に
向
っ
て
張
り

切
り
、
今
や
決
然
と
し
た
意
志
を
感
じ
る
。
(
中
略
)
定
罰
の
や
う
な
閥
、
膚

を
努
く
酷
寒
。
そ
の
な
か
で
こ
そ
私
の
疲
労
は
快
く
緊
張
し
新
し
い
戦
傑
を
感

じ
る
こ
と
が
出
来
る
。

先
の
一
節
の
「
間
」
は
、
そ
の
中
に
「
昼
の
日
射
し
」
を
見
る
と
こ
ろ
か
ら
光
を

包
み
込
む
「
閣
の
絵
巻
」
の
「
闇
」
に
近
い
と
言
え
る
。
一
方
、
後
半
の
「
間
」
は

死
を
象
徴
す
る
「
蒼
脅
」
の
「
閤
」
に
近
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
梶
井
の

「
閤
」
観
が
こ
の
時
点
で
は
未
熟
で
、
二
つ
の
「
闇
」
観
を
混
同
し
て
い
る
と
は
決

注
目

め
つ
け
難
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
三
章
で
、
後
半
の
「
間
」
の
中
を
歩
く
行
為
が
、
「
私
を

生
か
し
そ
し
て
い
つ
か
私
を
殺
」
す
更
に
大
き
な
「
閤
」
の
「
き
ま
ぐ
れ
」
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
聞
」
の
中
を
歩
く

「
私
」
は
、
そ
の
行
為
が
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
主
体
で
あ
る
が

た
め
に
、
「
私
」
に
と
っ
て
「
間
」
は
自
ら
の
存
在
と
は
切
り
離
さ
れ
た
「
死
」
で

あ
る
が
、
そ
の
行
為
が
認
識
で
き
な
い
も
の
に
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
私
」
は
存
在
を
包
み
込
む
「
間
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
「
蒼

寄
」
の
「
虚
無
」
と
み
な
す
「
聞
」
観
か
ら
は
「
私
を
生
か
し
」
と
い
う
言
葉
は
出

て
来
な
い
。
と
す
れ
ば
、
梶
井
は
こ
の
「
冬
の
蝿
」
の
時
点
で
「
聞
の
絵
巻
」
の

「
間
」
観
を
得
て
い
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
そ
れ
が
「
冬
の
蝿
」
で
は

些
か
説
明
的
に
終
わ
っ
て
い
て
、
形
象
化
さ
れ
る
の
は
「
聞
の
絵
巻
」
を
待
た
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

ゆ
え
に
、
「
冬
の
蝿
」
に
お
け
る
「
生
活
」
の
描
写
は
、
「
間
」
の
発
見
と
そ
の
深

化
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
現
実
か
ら
の
逃
避

あ
る
い
は
「
聞
」
を
前
に
し
た
絶
望
の
文
学
か
ら
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
を
受
け
入

れ
、
「
間
」
の
中
で
生
き
る
文
学
へ
の
転
回
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
「
冬
の

蝿
」
以
降
の
文
学
は
、
そ
の
「
間
」
を
い
か
に
し
て
「
生
活
」
の
中
に
形
象
化
す
る

か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
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五

「
冬
の
蝿
」
か
ら
「
の
ん
き
な
患
者
」
へ

「
閤
」
の
モ
チ
ー
フ
の
形
象
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
モ
チ
ー
フ
の
形
象
化

に
対
す
る
梶
井
の
考
え
方
が
窺
え
る
一
節
を
あ
げ
て
み
た
い
。

、

注

同

注

げ

(
前
略
)
絶
望
の
書
か
ら
肉
身
の
章
へ
来
る
と
絶
望
の
書
で
感
じ
ら
れ
た
あ
る

転
向
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
来
た
や
う
に
恩
は
れ
る
(
中
略
)
検
温
器
と

、

注

川

花
の
超
現
実
的
な
表
現
が
な
く
な
っ
て
ゆ
く
ら
し
い
こ
と
一
つ
、
感
覚
的
で
あ

っ
た
モ
テ
イ
フ
が
心
の
な
か
の
苦
悶
の
か
な
り
直
接
的
な
も
の
に
変
っ
て
来
た

と
い
ふ
こ
と
が
も
う
一
つ
。
(
中
略
)
そ
れ
か
ら
肉
身
の
章
は
妻
、
弟
、
父
な



ど
の
か
な
り
小
説
的
な
シ
テ
ユ
エ
イ
シ
ヨ
ン
を
看
取
し
た
。
小
説
的
と
い
っ
て

は
い
け
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
現
実
的
だ
。
(
中
略
)
だ
が
こ
の
項
に
つ
い
て

は
(
現
実
的
な
シ
テ
ユ
エ
イ
シ
ヨ
ン
)
僕
自
身
と
や
か
く
の
批
評
は
出
来
な
い

や
う
に
思
ふ

(

傍

点

・

梶

井

北

川

冬

彦

宛

書

簡

)

梶
井
は
、
主
題
を
表
現
す
る
た
め
の
「
モ
テ
イ
フ
」
が
「
感
覚
的
」
な
も
の
か
ら

「
直
接
的
」
な
も
の
に
変
化
す
る
に
伴
い
、
そ
の
表
現
方
法
が
「
現
実
的
」
に
な
っ

た
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
北
川
の
「
絶
望
の
書
」
に
し
て
も
、
「
肉
身
の
章
」
に

し
て
も
、
主
題
を
人
間
模
様
に
形
象
化
す
る
こ
と
で
そ
の
作
品
が
現
実
味
を
帯
び
始

め
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
肉
親
と
い
う
よ
り
身
近
な
人
間
関
係
の
よ

う
な
「
現
実
的
な
シ
テ
ユ
エ
イ
シ
ヨ
ン
」
に
形
象
化
す
る
こ
と
を
梶
井
は
「
小
説
的
」

だ
と
言
う
。
梶
井
に
つ
い
て
言
え
ば
、
自
然
観
の
深
化
に
伴
い
人
間
存
在
の
あ
り
方

が
明
確
に
な
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
表
現
方
法
も
、
「
不
吉
な
塊
」
に
脅
か
さ
れ
る
人

間
と
い
う
感
覚
的
な
も
の
か
ら
、
「
間
」
に
包
ま
れ
て
生
き
る
人
間
へ
と
変
化
し
た
。

し
か
し
、
「
冬
の
蝿
」
で
は
「
間
」
に
包
ま
れ
た
人
間
存
在
が
「
現
実
的
な
シ
テ
ユ

エ
イ
シ
ヨ
ン
」
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
梶
井
に
と
っ
て
、
「
間
」

を
日
常
生
活
の
な
か
に
形
象
化
す
る
こ
と
、
生
命
の
根
源
で
あ
る
「
間
」
に
支
え
ら

れ
た
人
々
の
生
活
を
よ
り
身
近
な
題
材
で
描
く
こ
と
が
「
冬
の
蝿
」
以
降
の
課
題
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
閣
の
絵
巻
」
に
お
い
て
、
生
命
の
根
源
と
し
て
の
「
間
」
の
も
つ
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
民
衆
の
そ
れ
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
梶
井
は
民
衆
や
社
会
に
「
閤
」
の
理
解
を

通
し
て
近
付
い
て
行
く
。
続
く
「
交
尾
」
(
「
作
品
」
昭
六
・
二
で
は
、
猫
の
交
尾

を
通
し
て
社
会
が
断
絶
し
た
風
景
の
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

深
夜
、
路
上
で
交
尾
を
す
る
こ
匹
の
白
猫
を
物
干
台
か
ら
眺
め
る
「
私
」
は
、
同

昭
二
・
一
二
・
一
四

じ
路
地
を
「
夜
警
」
が
や
っ
て
来
る
こ
と
に
気
付
く
。
い
つ
も
な
ら
「
夜
警
」
が
来

る
と
家
の
中
に
入
る
「
私
」
も
、
猫
の
反
応
を
見
た
い
が
た
め
に
そ
こ
に
留
ま
る
が
、

猫
は
「
夜
警
」
に
気
付
か
な
い
。

夜
警
は
猫
が
動
か
な
い
と
見
る
と
ま
た
こ
足
三
足
近
づ
い
た
。
(
中
略
)
し

か
し
彼
等
は
ま
だ
抱
き
合
っ
て
ゐ
る
。
私
は
寧
ろ
夜
警
の
方
が
面
白
く
な
っ
て

来
た
。
す
る
と
夜
警
は
彼
の
持
っ
て
ゐ
る
杖
を
ト
ン
と
猫
の
間
近
で
突
い
て
見

せ
た
。
と
、
忽
ち
猫
は
二
条
の
放
射
線
と
な
っ
て
露
路
の
奥
の
方
へ
逃
げ
て
し

ま
っ
た
。
夜
警
は
そ
れ
を
見
送
る
と
、
い
つ
も
の
や
う
に
つ
ま
ら
な
き
う
に
再

び
杖
を
鳴
ら
し
な
が
ら
露
路
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
物
干
の
上
の
私
に
は

気
づ
か
な
い
で
。

猫
は
「
夜
警
」
に
気
付
か
な
い
し
、
彼
ら
は
「
私
」
に
気
付
か
な
い
。
生
命
の
根

源
で
あ
る
「
間
」
か
ら
弾
き
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
る
場
を
抱
え
た
者
同
士
の

集
合
体
と
し
て
社
会
が
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
の
根
源
も
そ
の
「
間
」
に
あ
る
。
そ
の

社
会
の
「
閤
」
が
、
「
の
ん
き
な
患
者
」
に
お
い
て
は
肺
病
患
者
に
迷
信
治
療
を
行

う
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
形
象
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

肺
を
病
む
「
吉
田
」
は
、
あ
る
時
近
所
に
住
む
同
じ
病
の
娘
が
「
毎
日
食
後
に
目

高
を
五
匹
宛
峰
山
ん
で
ゐ
る
」
話
を
聞
い
て
驚
く
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
そ
こ
の
嫁
が
吉
田
の
家
へ
掛
取
り
に
来
た

と
き
、
家
の
者
と
話
を
し
て
ゐ
る
の
を
吉
田
が
こ
ち
ら
の
部
屋
の
な
か
で
聞
い

て
ゐ
る
と
、
そ
の
目
高
を
慎
む
や
う
に
な
っ
て
か
ら
病
人
が
工
合
が
い
い
と
云

っ
て
ゐ
る
(
中
略
)
話
な
ど
を
し
て
か
ら
最
後
に
、

「
う
ち
の
網
は
何
時
で
も
空
い
て
ま
す
よ
っ
て
、
お
家
の
病
人
さ
ん
に
も
ち
っ

と
取
っ
て
来
て
飲
ま
し
て
あ
げ
は
っ
た
ら
ど
う
で
す
」

と
い
ふ
や
う
な
話
に
な
っ
て
来
た
の
で
吉
田
は
一
時
に
狼
狽
し
て
し
ま
っ
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た
。
吉
田
は
何
よ
り
も
自
分
の
病
気
が
そ
ん
な
に
も
大
っ
ぴ
ら
に
話
さ
れ
る
ほ

ど
人
々
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
と
思
ふ
と
今
更
の
や
う
に
驚
ろ
か
な
い
で
は
ゐ

ら
れ
な
い
の
だ
っ
た
が
、
し
か
し
考
へ
て
み
れ
ば
勿
論
そ
れ
は
無
理
の
な
い
話

で
、
今
更
そ
れ
に
驚
ろ
く
と
い
ふ
の
は
や
は
り
自
分
が
平
常
自
分
に
つ
い
て
虫

の
い
い
想
像
を
し
て
ゐ
る
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
吉
田
は
思
ひ
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。

萎
縮
し
て
ゆ
く
者
に
生
命
を
与
え
よ
う
と
す
る
民
衆
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
み
だ
す

社
会
の
「
閤
」
。
だ
が
、
「
間
」
は
そ
の
一
方
で
多
く
の
人
々
の
命
を
容
赦
な
く
呑
み

込
ん
で
ゆ
く
。

第
一
に
吉
田
が
気
付
く
の
は
吉
田
が
そ
の
町
か
ら
こ
ち
ら
の
田
舎
へ
来
て
ま
だ

何
ヶ
月
に
も
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
聞
に
受
け
と
っ
た
そ
の
町
の
人
の
誰
か
の

死
ん
だ
と
い
ふ
便
り
の
多
い
こ
と
だ
っ
た
。
(
中
略
)
そ
し
て
そ
れ
は
大
抵
肺

病
で
死
ん
だ
人
の
話
な
の
だ
っ
た
。
(
中
略
)

そ
し
て
吉
田
は
自
分
は
今
は
こ
ん
な
田
舎
に
ゐ
て
た
ま
に
そ
ん
な
こ
と
を
き

く
か
ら
、
い
か
に
も
そ
れ
を
顕
著
に
感
ず
る
が
、
自
分
が
ゐ
た
二
年
間
と
い
ふ

問
も
や
は
り
そ
れ
と
同
じ
ゃ
う
に
、
そ
ん
な
話
が
実
に
数
知
れ
ず
起
つ
て
は
消

え
て
ゐ
た
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
恩
は
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
っ
た
。

(
前
略
)
病
気
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
学
校
の
行
軍
の
や
う
に
弱
い
そ
れ
に
堪

へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
聞
を
そ
の
行
軍
か
ら
除
外
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
最
後
の
死
の
ゴ

l
ル
へ
行
く
ま
で
は
ど
ん
な
豪
傑
で
も
弱
虫
で
も
み
ん
な

同
列
に
な
ら
ば
し
て
嫌
応
な
し
に
引
摺
っ
て
ゆ
く
(
後
略
)

迷
信
治
療
を
行
い
、
生
き
る
こ
と
の
朗
ら
か
さ
を
み
せ
る
人
々
の
陰
で
、
次
々
と

「
閤
」
に
吸
い
込
ま
れ
、
消
え
て
ゆ
く
命
。
そ
れ
ら
全
て
を
含
め
て
彼
ら
の
「
生
活
」

は
あ
る
。
生
き
る
こ
と
の
朗
ら
か
さ
と
死
ぬ
こ
と
の
余
儀
な
き
、
全
て
は
「
間
」
に

支
え
ら
れ
、
人
々
は
彼
ら
を
「
生
か
し
そ
し
て
い
つ
か
」
「
殺
し
て
し
ま
ふ
」
「
闇
」

に
包
ま
れ
て
生
き
て
い
る
。
人
々
の
前
に
突
然
「
死
の
ゴ
!
ル
」
が
訪
れ
た
と
し
て

も
、
彼
ら
は
そ
の
事
実
を
運
命
と
し
て
受
け
入
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

現
実
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
。

吉
田
は
そ
ん
な
話
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
さ
う
い
ふ
迷
信
を
信
じ
る
人
間
の

無
智
に
馬
鹿
馬
鹿
し
き
を
感
じ
な
い
訳
に
行
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
考
へ
て

み
れ
ば
人
間
の
無
智
と
い
ふ
の
は
み
な
程
度
の
差
で
、
さ
う
思
っ
て
馬
鹿
馬
鹿

し
き
の
感
じ
を
取
除
い
て
し
ま
へ
ば
、
あ
と
に
残
る
の
は
そ
れ
ら
の
人
間
の
感

じ
て
ゐ
る
肺
病
に
対
す
る
手
段
の
絶
望
と
、
病
人
達
の
何
と
し
て
で
も
自
分
の

よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
暗
示
を
得
た
い
と
い
ふ
二
つ
の
事
柄
な
の
で
あ
っ
た
。

「
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
に
左
右
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
自

ら
の
運
命
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
「
無
智
」
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
人

間
存
在
の
あ
り
方
を
、
「
吉
田
」
は
「
の
ん
き
」
に
眺
め
て
い
る
。
第
一
章
で
、
死

を
前
に
し
て
出
口
の
な
い
不
安
感
を
募
ら
せ
る
「
吉
田
」
の
姿
が
描
か
れ
る
が
、
そ

の
「
吉
田
」
の
意
識
の
内
部
の
息
苦
し
き
を
断
ち
切
る
、
母
親
の
配
慮
の
な
さ
を
梶

井
は
「
の
ん
き
」
と
表
現
す
る
。
「
吉
田
」
の
死
を
前
に
し
た
出
口
の
な
い
不
安
感

は
、
「
間
」
を
前
に
し
た
不
安
感
、
絶
望
感
と
一
致
す
る
。
「
聞
の
絵
巻
」
に
お
い
て
、

「
闇
」
を
前
に
し
て
不
安
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
は
再
び
意
識
の
内
部
に
閉
じ
込
め
ら

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
断
ち
切
れ
る
手
段
と
し
て
「
呑
気
」
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
「
の
ん
き
」
と
は
、
「
閤
」
を
前
に
し
た
絶
望
感
を
解
放
す
る
ユ
ー
モ
ア

と
し
て
あ
り
、
そ
れ
は
現
実
逃
避
の
慰
安
的
な
救
い
で
は
な
く
、
現
実
か
ら
目
を
そ

ら
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
母
親
は
絶
望
(
死
ぬ
こ
と
の
余
儀
な
き
)
を
知
ら
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な
い
か
ら
「
の
ん
き
」
な
の
で
は
な
く
、
絶
望
を
知
り
な
が
ら
も
伸
び
や
か
さ
を
み

せ
る
、
「
間
」
に
包
ま
れ
て
生
き
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
迷
信
を
信
じ
、
萎
縮
し
て

ゆ
く
者
に
生
命
を
与
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
姿
は
、
一
見
「
無
智
」
で
あ
る
か
に
見

え
る
。
だ
が
、
彼
ら
も
母
親
と
同
様
、
肺
病
(
死
)
に
対
す
る
絶
望
を
知
り
な
が
ら

も
朗
ら
か
さ
を
み
せ
る
、
「
間
」
に
支
え
ら
れ
た
存
在
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
ん
な

彼
ら
の
「
無
智
」
を
馬
鹿
に
し
な
い
「
吉
田
」
も
、
「
閤
」
の
中
で
生
活
す
る
、
「
無

智
」
を
免
れ
な
い
「
の
ん
き
な
患
者
」
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
冬
の
蝿
」
で
提
示
さ
れ
た
「
閤
」
に
包
ま
れ
て
生
き
る
人
間
存
在

は
、
「
の
ん
き
な
患
者
」
で
「
現
実
的
な
シ
テ
ユ
エ
イ
シ
ヨ
ン
」
に
形
象
化
さ
れ
た
。注

叩

梶
井
は
「
の
ん
き
な
患
者
」
を
「
こ
れ
ま
で
の
僕
に
な
か
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
」

る
作
品
だ
と
す
る
が
、
梶
井
の
言
う
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
、
主
題
を
生
き
た
人
間
模
様

に
形
象
化
す
る
こ
と
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
一
宮
守
え

る
。
「
の
ん
き
な
患
者
」
は
ま
さ
し
く
病
者
で
あ
る
自
分
の
日
常
生
活
に
題
材
を
取

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
単
に
自
分
の
生
活
を
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
と
こ

ろ
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
見
出
し
て
い
た
「
瀬
山
の
話
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

~ 
J、

お
わ
り
に

「
瀬
山
の
話
」
か
ら
処
女
作
「
棒
様
」
が
抽
出
さ
れ
る
過
程
で
、
実
生
活
が
放
棄

さ
れ
感
受
性
内
部
の
世
界
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
寧
ろ
そ
こ
に
留
ま
る
限
り
認
識

で
き
な
い
自
ら
の
「
存
在
」
を
描
く
こ
と
で
、
意
識
の
内
側
か
ら
断
ち
切
れ
る
意
図

を
含
ん
で
い
た
。
「
棒
様
」
以
降
、
意
識
の
外
側
に
あ
る
日
常
生
活
を
描
こ
う
と
し

た
梶
井
は
、
人
間
存
在
を
含
む
全
て
が
生
命
の
根
源
と
し
て
の
「
閥
」
に
支
え
ら
れ

て
い
る
事
実
を
知
り
、
「
聞
」
を
包
み
込
ん
だ
生
活
を
「
冬
の
蝿
」
で
提
示
す
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
「
生
活
」
(
生
)
を
排
除
し
た
「
閤
」
の
前
で
絶
望
す
る
文
学
か
ら
、

「
生
活
」
を
包
み
込
む
「
間
」
の
中
で
生
き
る
文
学
へ
の
転
回
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
冬
の
蝿
」
に
描
か
れ
た
人
間
存
在
の
あ
り
方
が
「
の
ん
き
な
患
者
」
で
形
象
化
さ

れ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
冬
の
縄
」
を
、
「
死
」
と
同
義
語
の
「
聞
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し

た
湯
ケ
島
期
文
学
の
系
列
で
は
な
く
、
梶
井
の
全
作
品
に
お
け
る
文
学
的
転
回
点
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

梶
井
が
、
絶
望
し
な
が
ら
生
き
て
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
単
純
な
事
実
に
気
付
い

た
時
、
彼
の
作
品
は
絶
望
の
文
学
か
ら
生
き
る
文
学
へ
と
変
化
す
る
。
「
冬
の
蝿
」

は
そ
の
文
学
的
転
回
点
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

梶
井
の
「
閤
」
の
認
識
の
深
化
を
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈注
V
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梶
井
は
、
昭
和
七
年
二
月
五
日
付
中
谷
孝
雄
宛
書
簡
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
る
。

自
分
の
文
学
に
つ
い
て
|
|
こ
れ
が
な
か
/
¥
難
か
し
い
。
到
底
今
こ
の

続
き
に
は
書
け
な
い
、
し
か
し
僕
は
の
ん
き
な
患
者
で
こ
れ
ま
で
の
自
分

の
文
学
か
ら
は
ち
が
っ
て
来
た
、
ま
た
ち
が
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
を
持
っ
て
ゐ

る
、
僕
は
昔
は
気
持
よ
い
自
然
観
照
の
眼
か
ら
一
度
自
分
の
行
手
自
分
の

病
気
と
い
ふ
こ
と
を
振
返
っ
て
見
る
と
や
け
く
そ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

や
う
な
気
持
に
な
っ
て
、
そ
れ
が
あ
の
や
う
な
来
熟
な
作
品
に
な
っ
た
か
と

思
ふ
が
や
は
り
人
間
と
い
ふ
も
の
は
や
け
く
そ
で
は
い
け
な
い
も
の
と
い

ふ
こ
と
が
僕
に
も
わ
か
つ
て
来
た
の
で
そ
れ
は
文
学
と
い
は
ず
僕
の
生
活

全
体
を
そ
の
方
に
向
け
る
つ
も
り
で
僕
も
ゐ
る
、
非
常
に
あ
た
り
前
で
つ
ま



ら
な
い
や
う
だ
が
絶
望
し
な
が
ら
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
結
局
僕
に
は

注
2 

出
来
な
い

何
と
い
ふ
錯
誤
だ
ら
う
!
私
は
物
体
が
二
つ
に
見
え
る
酔
つ
揚
ひ

の
や
う
に
、
同
じ
現
実
か
ら
二
つ
の
表
象
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
。
し
か
も
そ
の
一
方
は
理
想
の
光
に
輝
か
さ
れ
、
も
う
一
方
は

暗
黒
の
絶
望
を
背
負
っ
て
ゐ
た
。
(
「
箆
の
話
」
)

雲
が
湧
き
立
つ
て
は
消
え
て
ゆ
く
空
の
な
か
に
あ
っ
た
も
の
は
、
見
え

な
い
山
の
や
う
な
も
の
で
も
な
く
、
不
思
議
な
岬
の
や
う
な
も
の
で
も

な
く
、
何
と
い
ふ
虚
無
!
白
日
の
聞
が
満
ち
充
ち
て
ゐ
る
の
だ
と
い

ふ
こ
と
を
。
(
「
蒼
寄
」
)

相
馬
府
郎
「
主
題
の
把
握
」
(
「
国
文
学
」
昭
四
三
・
七
)

古
閑
章
「
梶
井
基
次
郎
「
冬
の
蝿
』
論
」
(
「
方
位
」
昭
五
五
・
九
)

昭
和
三
年
三
月
二
O
日
付
浅
見
淵
宛
書
簡
に
、
「
僕
の
書
く
も
の
は
「
生

活
へ
』
の
反
対
で
そ
の
意
味
で
正
し
い
芸
術
で
は
な
く
「
対
症
療
法
的
な

芸
術
』
で
し
か
な
い
の
で
す
僕
を
し
て
『
生
活
へ
」
の
芸
術
を
舎
か
し
め

よ
そ
れ
が
い
つ
ま
で
も
か
け
な
い
と
い
ふ
の
は
僕
に
と
っ
て
非
常
に
悲
し

い
こ
と
で
す
。
」
と
あ
る
。

注

6

注

5
参
照
。

注
7

佐
々
木
基
一
氏
は
、
『
樽
様
・
冬
の
目
」
解
説
(
岩
波
文
庫
、
昭
二
九
・

四
)
の
一
節
で
、
「
作
者
の
目
ざ
し
た
も
の
、
そ
れ
は
い
わ
ば
感
受
性
の
純

粋
抽
出
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
生
活
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
酒
濁
し

た
要
素
、
通
俗
的
な
要
素
を
削
ぎ
と
り
、
洗
い
落
し
て
、
感
受
性
を
裸
形
の

純
粋
状
態
に
お
い
て
抽
出
す
る
こ
と
、
そ
こ
に
梶
井
基
次
郎
の
創
作
の
苦
心

注
3 

注
4 

注
5 

の
大
半
が
か
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
る
。

注
8

古
閑
章
氏
は
、
「
美
的
自
己
慰
安
の
文
学
『
棺
橡
』
」
(
「
方
位
」
昭
五
九
・
=
一
)

で
、
「
『
樽
様
』
で
梶
井
が
発
見
し
た
も
の
は
、
青
年
期
の
生
の
不
安
や
胸
苦

し
き
と
い
っ
た
憂
閣
を
美
的
カ
タ
ル
シ
ス
に
よ
り
美
意
識
の
世
界
に
解
消
し

て
ゆ
く
変
換
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
っ
た
」
と
述
べ
、
「
梶
井
は
『
樽
様
』
に
よ

っ
て
倫
理
的
側
面
を
捨
象
し
て
美
的
・
感
覚
的
世
界
へ
の
転
回
を
果
た
し
」
、

「
冬
の
日
」
が
書
か
れ
る
ま
で
の
梶
井
の
前
期
の
文
学
を
「
美
的
自
己
慰
安

の
文
学
世
界
に
規
定
し
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
。

注
9

創
作
集
「
樽
様
』
(
武
蔵
野
書
院
、
昭
六
・
五
)

注

ω
昭
和
六
年
四
月
一
三
日
付
淀
野
隆
三
宛
書
簡
中
の
語
句
。

注
日
古
閑
章
「
梶
井
基
次
郎
の
小
説
観
|
|
『
橡
の
花
』
を
視
座
と
し
て
|
|
」

(
「
方
位
」
昭
六
一
・
二
一
)

注
ロ
柄
谷
行
人
氏
は
、
「
探
究

I
」
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
平
田
・
=
一
)
の
中
で
、

「
私
が
独
我
論
と
よ
ぶ
の
は
、
け
っ
し
て
私
独
り
し
か
な
い
と
い
う
考
え
で

は
な
い
。
私
に
い
え
る
こ
と
は
万
人
に
い
え
る
と
考
え
る
よ
う
な
考
え
方
こ

そ
が
、
独
我
論
な
の
で
あ
る
よ
と
述
べ
て
い
る
。

注
目
こ
の
意
味
で
「
冬
の
日
」
を
梶
井
の
文
学
的
転
回
点
と
し
て
位
置
付
け
る

論
稿
も
あ
る
。
ま
た
、
解
釈
の
仕
方
に
相
違
は
あ
っ
て
も
、
梶
井
の
全
作
品

を
二
分
す
る
時
に
、
「
冬
の
日
」
を
以
て
前
期
の
終
わ
り
と
す
る
見
解
が
多

い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
「
冬
の
蝿
」
を
全
作
品
に
お
け
る
転
回
点
と
し
て

位
置
付
け
た
い
の
で
、
「
蒼
脅
」
を
以
て
前
期
の
作
品
の
終
わ
り
と
考
え
る
。

注
凶
潰
川
勝
彦
氏
は
、
「
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
『
間
」

!
l
「
閣
の
書
』
か

ら
『
閣
の
絵
巻
』
へ
|
|
」
(
「
叙
説
」
昭
六
0
・一

O
)
の
中
で
、
「
閣
の

絵
巻
」
の
「
聞
」
を
「
生
死
を
も
呑
み
込
み
、
生
命
の
根
元
と
し
て
の
カ
オ
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ス
」
と
意
味
付
け
る
。
本
稿
の
立
場
も
こ
れ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

注
目
古
閑
章
氏
も
、
「
梶
井
基
次
郎
『
閣
の
絵
巻
』
考
」
(
「
方
位
」
平
六
・
一

O
)
の
中
で
、
「
文
中
の
「
暗
』
と
『
閥
』
の
使
い
分
け
に
気
づ
け
ば
、
『
冬

の
蝿
』
で
の
「
間
』
意
識
が
『
聞
の
絵
巻
』
の
『
聞
』
意
識
と
そ
れ
ほ
ど
径

庭
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
述
べ
る
。

注
凶
北
川
冬
彦
の
第
三
詩
集
『
戦
争
」
(
厚
生
悶
書
庖
、
昭
四
・
一

O
)
に
収

め
ら
れ
た
「
絶
望
の
歌
」
を
指
す
。

絶
望
の
歌

注注
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〉

叶

S
Z』
即
玄

q
o帥
E

が
ら
ん
と
し
た
税
関
倉
庫
の
つ
め
た
い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
上
で
、
わ
た
し

は
一
人
の
男
を
介
抱
し
て
ゐ
る
。
こ
の
男
は
誰
で
あ
る
の
か
?
わ
た
し
は

そ
れ
を
知
ら
な
い
。
わ
た
し
の
腕
は
、
男
の
一
本
の
脚
の
上
で
油
の
な
い
歯

車
の
や
う
な
札
音
を
た
て
て
ゐ
る
。
男
の
他
の
一
本
の
脚
は
す
で
に
堕
ち
て

了
っ
た
。
朝
か
ら
夜
中
ま
で
、
夜
中
か
ら
朝
ま
で
わ
た
し
は
ひ
っ
き
り
な
し

に
、
男
の
残
っ
た
一
本
の
脚
を
撫
で
つ
づ
け
て
ゐ
る
。
わ
た
し
は
、
何
故
こ

の
男
を
介
抱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?
見
知
ら
ぬ
男
を
、
屍
の
や
う

な
見
知
ら
ぬ
男
を
。
夜
が
更
け
月
の
光
が
燐
の
や
う
に
流
れ
て
も
曇
っ
た
硝

子
の
や
う
な
眼
球
を
か
す
か
に
見
開
い
て
「
絶
望
、
絶
望
だ
、
絶
望
し
て
ゐ

な
け
れ
ば
生
き
て
は
ゐ
ら
れ
な
い
|
|
」
と
附
き
や
め
な
い
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
を
。

わ
た
し
に
は
、
判
ら
な
い
、
判
ら
な
い
、
判
ら
な
い
、
判
ら
な
い
、
判
ら
な
い
。

同
じ
く
『
戦
争
』
に
収
め
ら
れ
た
「
肉
親
の
章
」
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

北
川
冬
彦
の
第
二
詩
集
「
検
温
器
と
花
」
(
ミ
ス
マ
ル
社
、
大
一
五
・
一

O
)
。
参
考
ま
で
に
、
こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
作
品
を
い
く
つ
か
あ
げ
て

お
く
。

爪

石
の
上
の
掻
痕
。

ラ
ッ
シ
ュ
・
ア
ワ
ア

改
札
口
で

指
が

注
19 

切
符
と
一
緒
に
切
ら
れ
た

昭
和
五
年
三
月
一
一
一
一
日
付
北
川
冬
彦
宛
書
簡
の
中
で
、
梶
井
は
「
の
ん
き

な
患
者
」
を
、
「
そ
れ
は
今
住
ん
で
ゐ
る
町
と
僕
と
を
脅
か
う
と
し
た
も
の

で
出
来
た
ら
こ
れ
ま
で
の
僕
に
な
か
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
っ
て

白
い
も
の
に
な
ら
う
か
と
思
ふ
の
だ
、
力
作
だ
、
」
と
評
価
す
る
。

面

《
付
記
》
作
品
及
び
書
簡
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版
『
梶
井
基
次
郎
全
集
」

に
拠
る
。
そ
の
際
漢
字
は
旧
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。
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(
お
う
じ

も
も
こ
・
本
学
大
学
院
一
九
九
七
年
修
了
)


