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井
基
次
郎
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あ
る
心
の
風
景
」
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梶
井
基
次
郎
の
「
あ
る
心
の
風
景
」
は
、
大
正
十
五
年
八
月
の
『
青
空
』
誌
上

に
発
表
さ
れ
た
。
処
女
作
「
停
様
」
以
来
、
梶
井
の
第
八
作
自
に
当
た
る
。

乙
の
作
品
を
『
青
空
』
の
同
人
諸
氏
は
、

か
な
り
の
驚
き
を
も
っ
て
受
け
止
め

た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
谷
孝
雄
氏
は
、
次
の
よ
う
な
感
似
を
漏
ら
し
て
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こ
れ
は
素
晴
ら
し
い
作
品
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

こ
と
ま
で
来
て
、
作
者
の

背
丈
が
ぐ
っ
と
伸
び
た
こ
と
に
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
る
ぎ
な
い
芸
術
家

の
姿
が
ζ

乙
に
は
あ
る
。

乙
れ
ま
で
の
彼
の
作
品
に
は
、
妙
に
作
者
が
力
ん

で
ゐ
る
と
こ
ろ
が
眼
に
つ
い
た
。

乙
こ
が
見
せ
場
で
す
よ
と
、
見
得
を
切
っ

て
ゐ
る
よ
う
な
と
乙
ろ
が
あ
っ
た
。
作
者
と
作
中
人
物
と
の
距
離
が
近
す
ぎ

る
恨
み
が
あ
っ
た
。
す
べ
て
さ
う
し
た
欠
点
が
乙
の
作
品
に
於
い
て
は
見
事

に
超
克
さ
れ
、
作
者
の
人
工
を
絶
し
た
天
造
の
傑
作
と
な
っ
て
ゐ
る
。

そ
れ
ま
で
の
梶
井
の
作
品
に
は
点
の
辛
か
っ
た
中
谷
氏
に
し
て
は
、
手
放
し
の

乙
の
作
品
を
〈
傑
作
で
あ
る
〉
と
評
し

誉
め
よ
う
で
あ
る
。
淀
野
隆
三
も
ま
た
、

会ム
両岡

谷

彰

て
お
り
、
梶
井
の
文
学
同
人
の
下
し
た
高
い
評
価
が
、

と
の
作
品
が
「
符
稼
」

「
城
の
あ
る
町
に
て
」
以
来
の
梶
井
の
会
心
作
で
あ
る
、

と
い
う
見
方
を
支
え
て

き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、

そ
う
し
た
高
い
評
価
の
わ
り
に
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
を
給
休
的
な

視
点
か
ら
促
え
た
作
品
論
は
、
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
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〈
視
る
こ
と
、

そ
れ
は
も
う

従
来
の
「
あ
る
心
の
風
景
」
に
対
す
る
批
評
は
、

な
に
か
な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
こ
と
な
の

だ
〉
、

と
い
う
有
名
な
一
節
に
集
約
さ
れ
た
、
梶
井
特
有
の
感
党
体
験
を
中
心
に

な
さ
れ
て
き
た
傾
向
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
と
対
象
を
一
体
化
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
、
穆
屈
し
た
気
分
を
浄
化
す
る
感
党
(
特
に
視
覚
)
の
特
殊
性
の
み
が
、

乙
の
作
品
を
論
じ
る
際
、
常
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
観
が
あ
る
の
で

企のヲ。。し
か
し
、

乙
の
作
品
に
は
、
主
人
公
・
呑
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
与
え
る
特
殊
感
覚

体
験
と
同
時
に
、
及
川
が
そ
の
よ
う
な
特
殊
感
覚
を
駆
使
し
て
ま
で
も
逃
れ
よ
う
と

す
る
、

心
の
影
|
|
喬
が
女
か
ら
病
気
を
得
た
乙
と
に
起
因
す
る
病
穆
ー
ー
も
、

執
勘
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、

乙
の
作
品
の
末
尾
は
、
香
が
肉
体
の
影
で

あ
る
「
病
い
」
を
見
つ
め
る
形
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る



と

乙
の
作
品
は
、

カ
タ
ル
シ
ス
体
験
と
い
う
光
の
部
分
の
み
を
街
い
た
作
品
で

は
な
い
乙
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
批
評
・
研
究
が
、

カ
タ
ル
シ
ス
と
い
う
光
の
部
分
の
み
に
注
目
す
る
あ

ま
り
、
病
穆
や
「
病
い
」
と
い
う
影
の
部
分
を
看
過
し
が
ち
で
あ
っ
た
傾
向
は
否

め
な
い
。
総
体
的
な
「
あ
る
心
の
風
景
」
論
が
、
数
少
な
い
所
以
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、

「
あ
る
心
の
風
長
」
の

J
6
4

の
部
分
に
も
考
察
を
及
ぼ
す
こ
と

に
よ
り
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
，
光
'
と
，
影
'
と
が
ど
の
よ
う
な
せ
め
ぎ
合
い

を
見
せ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
、
犯
井
文
学
全
体

の
中
で
の
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み

e
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ま
ず
は
、
主
人
公
・
喬
の
心
の
影
で
あ
る
病
穆
の
内
実
を
見
て
い
く
と
と
と
す

る。
乙
の
呑
と
い
う
人
物
は
、
作
品
内
で
は
明
躍
な
輪
郭
を
有
し
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
な
い
。
娼
婦
か
ら
悪
い
病
気
を
得
て
穆
屈
し
た
心
理
状
態
に
あ
る
青
年

だ
と
い
う
こ
と
の
他
は
、
何
を
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
か
、
学
生
で
あ
る
の
か
否

か
と
い
う
乙
と
す
ら
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

作
品
の
舞
台
が
「
梓
穣
」
同
様
京
都
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
我
々
は
喬
と
三
高
時

代
の
梶
井
と
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
の
だ
が
、
評
伝
事
項

に
当
た
っ
て
み
て
も
、

三
高
時
代
の
デ
カ
ダ
ン
ス
体
験
の
中
で
彼
が
娼
婦
か
ら
病

と
い
う
事
実
は
見
当
た
ら
な
い
。
喬
の
病
穆
の
主
因
が
、
性
病
で
あ

る
と
い
う
設
定
は
、
虚
構
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
引
。

気
を
得
た
、

性
病
と
い
う
虚
情
設
定
か
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
が
読
み
取
れ
る
の
か
。
そ

れ
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
上
で
、

一
つ
の
端
緒
と
な
る
の
が
、
第
二
節
に
描
か

れ
た
香
の
夢
の
情
長
で
あ
る
。

母
が
ゐ
る
。

「あ
L

あ。

乙
ん
な
に
な
っ
た
」

彼
は
母
に
当
て
つ
け
の
口
調
だ
っ
た
。

「
知
ら
な
い
ぢ
ゃ
な
い
か
」

「
だ
っ
て
、
あ
な
た
が
爪
で
か
た
を
つ
け
た
の
ぢ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

母
が
爪
で
圧
し
た
の
だ
、

と
彼
は
信
じ
て
ゐ
る
。
然
し
さ
う
云
っ
た
と
き

喬
に
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
あ
れ
ぢ
や
伝
い
だ
ら
う
か
、

と
い
ふ
考
へ
が
閃
い
た
。

で
も
真
逆
、
母
は
知
つ
て
は
ゐ
な
い
だ
ら
う
、

と
気
強
く
思
ひ
返
し
て
、

夢
の
な
か
の
喬
は

F
K
U
 

「
ね
/
お
母
さ
ん
/
」
と
母
を
責
め
た
。

母
は
弱

2

り
さ
れ
て
ゐ
た
。
が
、
暫
く
し
て
た
う
と
う

「
そ
い
じ
ゃ
、
癒
し
て
あ
げ
よ
う
」
と
云
っ
た
。

喬
は
足
が
醜
く
地
脹
れ
を
し
た
夢
を
見
て
い
る
。
夢
の
中
で

ω彼
は
、

そ
の
原
凶

を
〈
母
が
爪
で
圧
し
た
〉
た
め
だ
と
信
じ
て
お
り
、
母
親
に
治
療
を
求
め
る
。
す

る
と
母
親
は
、
弱
り
な
が
ら
も
治
療
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

aaτ 

八
木
恵
子
国
も
指
摘
し
て
い
る
の
だ
が
、
夢
の
中
で
の
母
親
は
、
加
害
者
で
あ

る
と
同
時
に
治
療
者
で
も
あ
る
、

と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て
喬
の
前
に
現
わ
れ
て

い
る
。
母
親
の
こ
う
し
た
二
面
性
は
、

三
高
時
代
の
梶
井
の
デ
カ
ダ
ン
ス
体
験
の

本
質
的
な
側
面
を
私
に
想
起
さ
せ
る
。

乙
乙
で
暫
時
、
喬
と
離
れ
、
梶
井
の
デ
カ

ダ
ン
ス
体
験
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
は
、
喬
の
病
穆
の
深
層
を
探
る

上
で
興
味
深
い
問
題
を
提
示
し
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。



梶
井
の
デ
カ
ダ
ン
ス
体
験
の
要
因
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
大
正

末
期
の
退
廃
的
な
時
代
状
況
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、

そ
の
よ
う
な
時
代

社
会
の
モ

l
ド
は
見
落
と
せ
ぬ
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
個
人
史
的
な
側
面
か

ら
考
え
る
と
、
梶
井
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
恨
幹
に
は
、
彼
の
出
家
庭
環
境
|
|
と
り
わ

け
、
梶
井
と
母
親
と
の
関
係
|
|
の
問
題
が
認
め
ら
れ
る
。

習
作
「
母
親
」
な
ど
に
苦
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
意
志
的
か
つ
倫
理
的
な
人
物

で
あ
っ
た
梶
井
の
母
親
は
、
梶
井
に
は
抑
圧
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
母

親
へ
の
背
反
意
識
か
ら
、
飲
酒
・
放
蕩
・
学
業
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
等
の
反
道
徳
的
行

為
を
梶
井
は
重
ね
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
梶
井
に
と
っ
て
、
デ
カ
ダ
ン

ス
と
は
、
母
権
か
ら
の
離
脱
を
も
意
味
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
乙
の
意
味
に
お

い
て
、
母
親
は
、
梶
井
を
デ
カ
ダ
ン
ス
へ
と
追
い
や
っ
た
加
害
者
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
、
梶
井
は
デ
カ
ダ
ン
ス
の
果
て
に
生
活
を
破
綻
さ
せ
、

借
金
や
試
験
な
ど
の
圧
迫
に
よ
り
強
迫
神
経
症
的
な
精
神
状
態
に
陥
る
。

乙
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、

「
瀬
山
の
話
」
な
ど
に
詳
し
い
が
、
梶
井
が
自
己
破
綻
の
果
て

に
見
た
の
は
、
自
分
を
幼
児
の
よ
う
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
、
優
し
い
母
の
姿
で

あ
っ
た
。

7
マ

そ
の
次
に
私
は
浮
図
母
の
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
の
だ
。
忍
は
正
気
で
母
を

憶
ひ
出
す
の
は
苦
し
い
堪
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
然
も
私
は
ど
う
い
ふ

訳
か
そ
の
晩
は
、
若
し
母
が
今
、
此
の
姿
の
、
此
の
私
を
見
つ
け
た
な
ら
ば
、

息
子
の
種
々
な
悪
業
な
ど
忘
れ
て
、
直
ぐ
該
児
だ
っ
た
時
の
様
に
私
を
抱
き

と
っ
て
呉
れ
る
と
は
っ
き
り
感
じ
た
。
|
|
そ
し
て
そ
ん
な
乙
と
を
し
て
呉

れ
る
人
は
母
が
一
人
あ
る
だ
け
だ
と
思
っ
た
。

「
瀬
山
の
話
」

こ
こ
で
瀬
山
(
梶
井
と
見
倣
し
て
よ
い
)
が
求
め
て
い
る
の
は
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の

治
療
者
と
し
て
の
母
親
像
に

嵐
の
中
で
傷
つ
い
た
彼
の
心
身
を
癒
し
て
く
れ
る
、

他
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
、
デ
カ
ダ
ン
ス
体
験
に
お
け
る
梶
井
と
母
親
と
の
関
係
が
、

「
あ
る

心
の
風
景
」
の
喬
の
夢
の
場
面
に
象
徴
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
呑

は
、
幼
児
の
よ
う
に
母
親
に
接
し
、
何
某
か
の
慰
め
を
希
求
し
て
い
る
。
が
、
香

は
、
求
め
た
も
の
を
得
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
こ
れ
は
×
×
博
士
の
法
だ
よ
」
と
母
が
云
っ
た
c

釦
の
多
い
フ
ロ
ッ
ク
コ

ー
ト
を
者
た
ゃ
う
で
あ
る
。
然
し
、
少
し
動
い
て
も
直
ぐ
脱
れ
さ
う
で
不
安

で
あ
っ
た
。

何
よ
り
も
母
に
、
自
分
の
方
の
と
と
は
包
み
隠
し
て
、
気
強
く
突
き
か
か

っ
て
行
っ
た
。
そ
の
と
と
が
、
夢
の
な
か
の
ζ

と
な
が
ら
、
彼
に
は
応
へ
た
。

女
を
買
ふ
と
い
ふ
と
と
が
、

ζ

ん
な
に
も
暗
く
彼
の
生
活
へ
、
夢
に
出
る

ま
で
、
浸
み
込
ん
で
来
た
の
か
と
喬
は
思
っ
た
。

no 

母
親
の
治
療
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
香
の
不
安
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因

を
八
木
田
は
、

〈
病
気
を
治
す
と
い
う
と
と
に
、

「
母
親
」
と
の
意
識
上
の
一
体

感
は
持
て
て
も
、
彼
を
「
自
己
嫌
悪
」
と
不
安
に
落
と
し
入
れ
て
い
る
病
気
の
恨

源
を
、

「
母
親
」
と
共
有
で
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
〉
、

と
説
い
て
い
る
が
、

卓
見
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
香
は
、
幼
児
期
に
退
行
し
、
母
親
と
の
一
体
感
を
回

復
す
る
乙
と
で
肉
体
の
傷
と
そ
れ
に
基
づ
く
不
安
を
解
消
し
た
い
と
望
ん
で
い
る

の
だ
が
、

そ
の
傷
が
〈
女
を
買
ふ
〉
と
い
う
、
母
へ
の
裏
切
り
行
為
か
ら
生
じ
て

い
る
だ
け
に
、
母
親
と
の
完
全
な
一
体
化
を
果
せ
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

母
権
に
背
反
す
る
行
為
に
よ
り
母
か
ら
自
立
し
た
青
年
は
、
現
実
の
苦
難
に
堪

え
か
ね
て
母
胎
回
帰
を
夢
み
て
も
、
幼
児
期
の
よ
う
な
完
全
な
母
と
の
一
体
化

は
望
み
得
な
い
。
そ
う
い
う
青
年
期
に
お
け
る
母
子
関
係
を
、
喬
の
性
病
と
い
う

設
定
は
、
最
も
端
的
に
浮
び
上
ら
せ
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。
呑
の
病
穆
の
淵
源



に
、
乙
の
よ
う
な
青
年
期
特
有
の
、

孤
独
で
不
安
定
な
心
理
が
あ
る
こ
と
を
見
逃

し
で
は
な
る
ま
い
。

以
上
は
、
喬
の
病
管
の
深
層
に
横
た
わ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
表
層

的
に
見
れ
ば
、
香
を
穆
屈
し
た
心
理
に
追
い
込
む
意
識
と
は
何
か
。
言
う
ま
で
も

な
く
、

そ
れ
は
、
女
を
買
っ
た
と
と
に
起
因
す
る
自
己
嫌
悪
の
意
識
と
、
悪
い
病

気
の
疑
い
で
あ
る
。

女
を
買
ふ
と
い
ふ
ζ

と
が

と
ん
な
に
も
暗
く
彼
の
生
活
へ
、
夢
に
出
る

ま
で
、
浸
み
込
ん
で
来
た
の
か
と
喬
は
思
っ
た
。
現
実
の
生
活
に
あ
っ
て
も
、

彼
が
女
の
児
の
相
手
に
な
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
児
が
意
地
の
悪
い
こ
と

を
し
た
り
す
る
。
そ
ん
な
と
き
ふ
と
邪
樫
な
娼
婦
は
心
に
浮
ぴ
、
香
は
堪
ら

な
い
自
己
嫌
厭
に
堕
ち
る
の
だ
っ
た
。
生
活
に
打
ち
込
ま
れ
た
一
本
の
模
が

ど
ん
な
と
と
ろ
に
ま
で
歪
を
及
ぼ
し
て
行
っ
て
ゐ
る
の
か
、
彼
は
そ
れ
に
行

き
当
る
度
K
、
内
面
的
に
汚
れ
て
ゐ
る
自
分
を
識
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
ま
た
一
本
の
模
、
悪
い
病
気
の
疑
ひ
が
彼
に
打
ち
込
ま
れ
た
。
以

前
見
た
夢
の
一
部
が
本
当
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
女
を
買
ふ
と
い
ふ
こ
と
〉
が
、
母
親
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
で
あ
る
と
先
述
し

'E

寺、，、

J
h
ふ
M

そ
れ
は
、
同
時
に
、
自
己
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
で
も
あ
る
。
も
う
少
し

正
確
に
言
え
ば
、
自
己
の
無
垢
な
る
精
神
に
対
す
る
、
堕
落
し
た
肉
体
の
裏
切
り

な
の
で
あ
引
。
乙
の
無
お
な
る
精
神
と
は
、
喬
の
倫
理
規
範
だ
と
見
倣
し
て
も
よ
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
肉
欲
に
端
を
発
し
た
行
為
が
、
精
神
の
純
潔
性
と
い
う
一
つ
の

自
我
の
拠
点
を
喬
か
ら
奪
い
去
っ
た
の
で
あ
る
。

精
神
の
純
潔
性
と
い
う
拠
点
を
失
っ
た
喬
の
自
我
は
、
極
め
て
不
安
定
な
状
態

に
陥
る
。
喬
の
感
じ
て
い
る
〈
堪
ら
な
い
自
己
嫌
厭
〉
と
は
、
倫
理
意
識
を
核
と

す
る
自
己
同
一
性
を
喪
失
し
た
、
自
我
の
不
安
定
さ
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。

喬
が
、

そ
の
よ
う
な
自
我
の
不
安
定
状
態
を
脱
し
、
自
己
嫌
悪
を
解
消
す
る
た

め
に
は
、

お
そ
ら
く
次
の
二
つ
の
手
段
し
か
あ
る
ま
い
。

一
つ
は
、

〈
女
を
買
ふ
と
い
ふ
と
と
v

k
対
し
て
自
己
同
一
性
を
見
い
だ
す
と

と
で
あ
る
。

と
れ
は
、
精
神
が
そ
の
無
垢
性
を
放
棄
し
、
肉
体
の
墜
落
に
歩
み
寄

る
と
と
を
意
味
す
る
。

乙
れ
に
よ
り
喬
は
、
自
己
の
俗
悪
さ
を
も
認
め
た
日
常
的

な
生
活
人
と
し
て
の
自
我
を
獲
得
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
喬
の
場
合
、

そ

れ
は
容
易
な
乙
と
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
の
肉
体
に
は
、
堕
落
の
証
と
し
て

忌
避
す
べ
き
「
病
い
」
が
刻
印
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
喬
が
選
ぶ
ベ
く
残
さ
れ
た
唯
一
の
手
段
は
、
精
神
と
肉
体
の
分
離

を
図
り
、
堕
落
を
刻
印
さ
れ
た
肉
体
を
自
己
か
ら
排
除
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
精

神
の
無
垢
性
を
回
復
さ
せ
る
乙
と
で
あ
る
。
喬
は
必
然
的
に
と
の
道
を
選
ぶ
の
で

あ
る
が
、
詳
細
は
後
述
に
委
ね
た
い
。

n
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と
こ
で
は
、
喬
の
病
管
の
諸
相
の
一
っ
と

し
て
、
自
己
同
一
性
の
拠
点
を
喪
失
し
た
不
安
定
な
自
我
の
状
態
が
認
め
ら
れ
る

点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

〈
女
を
買
ふ
〉
と
い
う
行
為
が
心
身
に
与
え
た
傷
に
よ
っ
て
、
喬
は
極
め
て
不

安
定
な
精
神
状
態
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
喬
の
眼
に
、
彼
を
取
り

巻
く
現
実
社
会
の
事
象
は
、
ど
の
よ
う
に
映
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

護
岸
工
事
に
伎
ふ
小
石
が
積
ん
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
秋
日
の
下
で
一
種
の

強
い
匂
ひ
を
た
て
て
ゐ
た
。
荒
神
橋
の
方
に
遠
心
乾
燥
器
が
草
原
に
転
っ
て

ゐ
た
。
そ
の
あ
た
り
で
測
量
の
巻
尺
が
光
っ
て
ゐ
た
。

(
中
略
)

背
を
刺
す
や
う
な
日
表
は
、
蔭
と
な
る
と
流
石
秋
の
冷
た
さ
が
飼
っ
て
ゐ

た
。
喬
は
其
処
に
腰
を
下
し
た
。

「
人
が
通
る
、
車
が
通
る
」
と
思
っ
た
。
ま
た



「
街
で
は
自
分
は
苦
し
い
」
と
思
っ
た
。

川
向
ふ
の
道
を
徒
歩
や
車
が
通
っ
て
ゐ
た
。
川
添
の
公
設
市
場
。

タ

Jレ

の
樽
が
積
ん
で
あ
る
小
屋
。
空
地
で
は
家
を
建
て
る
の
か
人
び
と
が
働
い
て

ゐ
た
。川

上
か
ら
は
時
ど
き
風
が
吹
い
て
来
た
。

カ
サ
コ
ソ
と
彼
の
坐
っ
て
ゐ
る

前
を
、
鍛
に
な
っ
た
新
聞
紙
が
押
さ
れ
て
行
っ
た
。
小
石
に
匝
ま
れ
、

し

き
り
風
に
堪
へ
て
ゐ
た
が
、

ま
た
運
ば
れ
て
行
つ

ガ
ツ
ク
リ
一
つ
転
る
と
、

た。

乙
れ
は
、
加
茂
磁
か
ら
喬
が
眺
め
る
街
並
み
の
ス
ケ
ッ
チ
借
写
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
乙
乙
に
は
一
種
の
象
徴
技
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
。

呑
の
視
線
は

〈
護
岸
工
事
に
使
ふ
小
石
〉
や
〈
測
量
の
巻
尺
〉
、
ま
た
、

公
設
市
場
〉
や
〈
タ

l
ル
の
侍
〉
、
空
地
で
家
を
建
て
る
た
め
に
働
く
人
々
等
の
、

労
働
に
関
与
す
る
事
象
に
集
中
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
呑
は
、

そ
れ
ら
の
事
象

を
通
し
て
、
生
活
の
た
め
に
働
く
人
々
に
満
ち
た
〈
街
〉
を
意
識
し
、

〈
「
街
で

は
自
分
は
苦
し
い
」
〉
と
殴
く
の
で
あ
る
。

喬
が
〈
苦
し
い
〉
と
感
ず
る
の
は
、
活
気
と
労
働
に
満
ち
た
〈
街
〉
か
ら
自
分

が
疎
外
さ
れ
て
い
る
と
感
ず
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
デ
カ
ダ
ン
ス
か
ら
受
け
た

心
身
の
汚
れ
が
負
い
目
と
な
り
、
彼
は
、

積
極
的
に
〈
街
〉
に
同
化
し
て
い
け
る

自
己
を
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

一
し
き
り
風
に
棋
え
た
後
、

ガ
ッ
ク
リ
と
転
っ
て
風
に
運
ば
れ
る
新
聞
紙
は
、

〈
街
〉
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
喬
の
精
神
の
心
も
と
な
さ
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て

解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
呑
の
病
管
は
、
自
己
を
囲
締
す
る
現
実
の
諸
相
に
自

己
同
一
性
を
見
い
だ
せ
ず
に
い
る
、
青
年
期
特
有
の
不
安
定
な
精
神
の
相
を
帯
び

て
い
る
と
い
え
る
.
た
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
精
神
は
、
現
実
と
噛
み
合
わ
ず
空
転
し

て
、
し
ば
し
ば
活
力
を
喪
失
し
て
い
く
も
の
だ
が
、
倦
怠
に
陥
っ
て
い
る
喬
も
そ

の
例
外
で
は
な
い
。

と
の
青
年
期
の
不
安
定
な
自
我
が
再
び
安
定
を

一
般
に
は
、

取
り
戻
す
た
め
に
は
、
異
和
感
を
覚
え
た
現
実
に
自
己
同
一
性
を
見
い
だ
し
て
、

成
人
刻
の
白
我
の
形
成
に
努
め
る
ほ
か
は
な
い
の
だ
が
、
呑
の
場
合
、
先
述
し
た

よ
う
に
、
肉
体
に
打
ち
込
ま
れ
た
一
本
の
模
た
る
「
病
い
」
が
そ
の
妨
げ
と
な
る

の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
彼
は
、
肉
体
的
汚
辱
を
自
己
か
ら
排
除
す
る
と
と
で
精
神
の
浄
化
を

図
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
喬
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
感
覚
作
用
に
つ
い
て

/¥  

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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作
品
の
冒
頭
部
分
に
は
、
需
の
部
屋
の
窓
か
ら
の
眺
め
が
描
か
れ
て
い
る
。
幾

日
も
位
置
の
動
か
な
い
魚
の
腹
綿
や
鼠
の
死
骸
、
荒
廃
し
た
両
側
の
家
々
、
古
び

た
紅
殻
、
崩
れ
た
荒
壁
の
塀
等
の
景
物
は
、
単
な
る
風
景
描
写
と
い
う
よ
り
、
病

穆
に
犯
さ
れ
た
喬
の
内
函
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
香
の
日
常
を
物
語
る
次
の

よ
う
な
事
物
か
ら
も
窺
え
る
。

何
時
も
紅
茶
の
浮
が
溜
っ
て
ゐ
る
ピ
ク
ニ
ッ
ク
用
の
湯
沸
器
。
牧
と
離
れ

ば
な
れ
に
転
っ
て
ゐ
る
本
の
類
。
紙
切
れ
。
そ
し
て
そ
ん
な
も
の
を
押
し
わ

け
て
敷
か
れ
て
い
る
蒲
団
。
呑
は
そ
ん
な
な
か
で
育
伐
の
や
う
に
昼
は
寝
て

ゐ
た
。
眼
が
党
め
で
は
遠
く
に
学
校
の
銘
を
聞
い
た
。
そ
し
て
夜
、

人
び
と

が
寝
静
ま
っ
た
頃
乙
の
窓
へ
来
て
そ
と
を
眺
め
る
の
だ
っ
た
。



窓
の
外
の
景
物
同
様
、
呑
の
部
屋
の
中
の
事
物
は
、
停
滞
感
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

喬
の
日
常
は
、
倦
怠
と
い
う
内
部
時
間
の
停
滞
状
態
に
陥
っ
て
お
り
、
彼
の
魂
は
、

そ
の
中
で
、
生
命
力
を
枯
渇
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

倦
怠
に
囚
わ
れ
た
呑
の
魂
に
と
っ
て
、
唯
一
の
慰
謝
と
な
る
の
が
、

深
夜
、
窓

か
ら
外
を
眺
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
呑
が
窓
の
外
の
景
物
を
凝
視
す
る
時
、

の
よ
う
な
感
覚
作
用
が
彼
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
の
視
野
の
な
か
で
消
散
し
た
り
凝
来
し
た
り
し
て
ゐ
た
風
景
は
、
或
る

瞬
間
そ
れ
が
実
に
親
し
い
風
景
だ
っ
た
か
の
や
う
に
、
ま
た
或
る
瞬
間
は
全

く
未
知
の
風
景
の
や
う
に
見
え
は
じ
め
る
。
そ
し
て
或
る
瞬
間
が
過
ぎ
た
。

ど
乙
か
ら
が
深
夜
の

|
|
香
に
は
も
う
、

ど
と
ま
で
が
彼
の
想
念
で
あ
り
、

町
で
あ
る
の
か
、

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
暗
の
な
か
の
爽
竹
桃
は
そ
の
ま
ま
彼

の
憂
穆
で
あ
っ
た
。
物
陰
の
電
燈
に
写
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
土
塀
、
暗
と
一
つ

に
な
っ
て
ゐ
る
そ
の
陰
影
。
観
念
も
亦
其
処
で
立
体
的
な
形
を
と
っ
て
ゐ
た
。

喬
は
彼
の
心
の
風
景
を
其
処
に
指
呼
す
る
と
と
が
出
来
る
、

と
思
っ
た
。

凝
視
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
視
る
こ
と
に
意
識
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
意
識
集
中
の
果
て
に
、
意
識
を
内
部
か
ら
突
き
破
る
か
た
ち
で

錯
覚
が
た
ち
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
瞬
間
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
喬
の
感
覚
は

そ
の
機
微
を
逃
さ
ず
に
捉
え
る
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
部
分
に
は
、
同
じ
風
景
が
、
瞬
間
ご
と
に
、

か
つ
て
見
た
感
じ
の
す

る
実
に
親
し
い
も
の
と
し
て
、

あ
る
い
は
、
ま
だ
見
た
と
と
の
な
い
全
く
未
知
の

も
の
と
し
て
見
え
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
凝
視
が
生
ん
だ
錯
覚
が
、
喬
の
時
間

感
覚
に
作
用
を
及
ぼ
し
、
既
視
感
と
未
知
感
の
瞬
間
的
な
交
錯
と
い
う
か
た
ち
で
、

停
滞
し
て
い
た
内
部
時
聞
に
動
き
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
の

魂
は
一
時
的
に
せ
よ
倦
怠
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
錯
覚
が
喬
の
内
面
に

及
ぼ
す
効
果
は
、
乙
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

動
き
を
獲
得
し
た
喬
の
内
面
は
、

〈
ど
と
ま
で
が
彼
の
想
入
念
で
あ
り
、

ど
ζ

か

ら
が
深
夜
の
町
で
あ
る
の
か
、

わ
か
ら
な
〉
い
状
態
|
|
す
な
わ
ち
、
自
他
未
分

化
と
で
も
言
う
べ
き
精
神
の
始
源
状
態
ー
ー
に
達
す
る
。

こ
の
状
態
に
至
っ
て
、

ど

彼
は
、
自
己
を
内
部
か
ら
苦
し
め
て
い
た
憂
穆
を
、
外
界
の
景
物
た
る
爽
竹
桃
に

仮
託
し
て
、
距
離
を
お
い
て
眺
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

と
の
瞬
間
、
香
の
魂

は
憂
穆
か
ら
も
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
喬
が
そ
の
よ
う
な
カ
タ
ル
シ
ス
に
浸

っ
て
い
ら
れ
る
の
は
、

お
そ
ら
く
、
爽
竹
桃
が
夜
凪
に
吹
か
れ
て
揺
れ
て
い
る
間

だ
け
の
利
那
に
過
ぎ
ま
い
。
外
界
の
景
物
の
動
き
が
止
む
時
、
そ
れ
と
同
化
し
た

喬
の
内
面
の
動
き
も
ま
た
止
む
と
想
像
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
香

の
カ
タ
ル
シ
ス
と
は
、
外
界
の
景
物
の
微
細
な
動
き
に
共
鳴
し
て
起
ζ

る
、
呑
の

内
部
生
命
の
幽
か
な
旋
律
だ
と
も
言
え
る
。

Qυ 

乙
れ
と
同
様
の
心
理
機
熔
が
第
四
節
に
も
苦
か
れ
て
い
る
。

川
の
此
方
岸
に
は
高
い
棒
の
樹
が
葉
を
茂
ら
せ
て
ゐ
る
。
呑
は
風
に
戦
い

で
い
る
そ
の
高
い
梢
に
心
は
惹
か
れ
た
。
梢
々
暫
ら
く
凝
視
っ
て
ゐ
る
う
ち

に
、
彼
の
心
の
裡
の
な
に
か
が
そ
の
梢
に
棲
り
、
高
い
気
流
の
な
か
で
小
さ

い
葉
と
共
に
揺
れ
青
い
枝
と
共
に
控
ん
で
ゐ
る
の
が
感
じ
ら
れ
た
。

「
あ
あ
と
の
気
持
」
と
喬
は
思
っ
た
。

••• 

そ
れ
は
も
う
な
に
か

「
視
る
と
と
、

な
の
だ
。
自
分
の
魂
の
一
部
分
或
は
全
部
が
そ
れ
に
乗
り
移
る
乙
と
な
の
だ
」

喬
は
そ
ん
な
乙
と
を
思
っ
た
。
毎
夜
の
や
う
に
彼
の
坐
る
窓
辺
、

そ
の
誘

惑

!
l
l
病
穆
や
生
活
の
苦
渋
が
鎮
め
ら
れ
、
あ
る
匝
り
を
お
い
て
眺
め
ら
れ

る
も
の
と
な
る
心
の
不
思
議
が
、
此
処
の
高
い
棒
の
梢
に
も
感
じ
ら
れ
る
の

J
】

「

J

e

-

。

争

t
J
-
ふ

t

「
街
で
は
自
分
は
苦
し
い
」



乙
乙
で
喬
は
、
凝
視
と
い
う
意
識
的
な
行
為
を
通
じ
て
、
自
己
と
対
象
と
の
聞
の

境
界
を
除
去
し
、
自
己
を
対
象
の
裡
に
再
生
さ
せ
る
特
殊
な
心
理
機
憶
に
つ
い
て

明
確
に
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
喬
が
一
体
化
し
て
い
る
対
象
は
、

〈
風
に
戦
い
で

ゐ
る
〉
棒
の
梢
と
い
う
自
然
の
景
物
で
あ
る
。

乙
の
時
、
喬
は
、
自
然
と
い
う
根

源
的
な
母
性
の
懐
K
抱
か
れ
て
、
病
穆
に
汚
れ
た
魂
を
浄
化
し
、
生
命
力
を
目
指
向

さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
夢
の
中
で
は
母
親
と
の
一
体
化
を
全
う
し
得
な
か
っ
た

喬
が
、

乙
乙
で
は
、

よ
り
綬
源
的
な
レ
ベ
ル
で
の
母
胎
回
帰
を
果
た
し
て
い
る
と

言
え
る
の
で
あ
る
。

梶
井
と
同
時
代
の
批
評
家
・
井
上
良
雄
は
、
先
の
引
用
箇
所
に
触
れ
て
、

ノヘ
恐(6)

ら
く
原
始
人
だ
け
が
と
の
絞
な
風
景
を
知
っ
て
ゐ
た
。
石
の
中
に
も
、
樹
の
中
に

も
、
己
の
中
と
同
じ
緩
に
査
い
て
ゐ
る
精
霊
を
感
じ
て
、
そ
れ
と
闘
ひ
、
怖
れ
、
火
を

焚
い
て
祈
っ
た
、
あ
の
原
始
人
だ
け
が
と
の
様
な
感
覚
の
初
発
性
を
持
っ
て
ゐ
た
〉
、

と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、

乙
乙
で
の
喬
の
自
然
へ
の
接
し
方
に
は
、

一
種
の
ア

ニ
ミ
ズ
ム
感
覚
が
認
め
ら
れ
、
井
上
の
批
評
は
そ
の
点
を
鋭
く
見
抜
い
た
も
の
だ

と
言
え
る
。

し
か
し
、
井
上
は
、

そ
と
か
ら
梶
井
を
、
〈
近
代
知
性
の
悲
し
み
を
知
ら
な
い
ヌ

〈
原
始
人
の
様
に
感
覚
だ
け
で
世
界
と
交
渉
す
る
V

作
家
で
あ
る
と
規
定
し
て
い

る
が
、

乙
れ
は
や
や
短
絡
的
発
想
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
梶
井
(
乙
の
作

品
に
限
れ
ば
喬
)
は
、

〈
近
代
知
性
の
悲
し
み
V

K
満
ち
た
現
実
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
、
凝
視
と
い
う
意
識
的
な
行
為
に
よ
る
自
然
と
の
一
一
体
化
を
果
た
す
の
で
あ

る
。
感
覚
は
、

そ
の
た
め
に
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
一
手
段
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が

梶
井
の
す
べ
て
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
乙
ろ
で
、

こ
う
し
た
自
然
と
の
一
体
化
に
よ
る
魂
の
至
福
状
態
は
、

い
つ
い

か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
喬
に
訪
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
先
の
引
用
部
分

末
尾
の
、

〈
「
街
で
は
自
分
は
苦
し
い
」
V

と
い
う
一
節
に
再
び
注
目
し
た
い
。

先
述
し
た
よ
う
に
、

〈
街
〉
で
呑
は
、

〈
街
〉
に
参
与
し
得
な
い
自
己
を
強
く
意

識
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
か
=
り
す
れ
ば
、

〈
街
V

は
、
喬
に
自
意
識
に
よ
る
白

我
の
凝
闘
を
迫
る
他
者
の
存
在
す
る
場
で
あ
る
と
言
え
る
。
労
働
に
よ
っ
て
健
全

に
社
会
と
関
与
し
て
い
る
他
者
の
存
在
を
意
識
す
る
乙
と
で
、
喬
は
社
会
か
ら
疎

外
さ
れ
た
自
己
を
思
い
知
る
の
で
あ
る
。
他
者
存
在
を
意
識
し
た
瞬
間
、
喬
の
自

我
は
み
じ
め
な
自
己
像
を
描
い
て
萎
縮
し
、
自
然
と
の
一
体
化
に
よ
る
カ
タ
ル
シ

ス
は
雲
散
霧
消
す
る
乙
と
に
な
る
。

と
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
喬
の
自
己
解
放
は
、

他
者
を
意
識
か
ら
排
除
し
た
自
問
的
な
白
他
未
分
化
状
態
に
お
い
て
の
み
、

可
能

な
の
で
あ
る
。

結
局
、

そ
の
よ
う
な
自
問
的
空
間
は
、
現
実
世
界
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
幻
想
的
な

世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
く
と
と
に
な
る
。
ま
た
、
非
現
実
性
が
強
化
さ
れ
る
ほ
y「

ハ
U

円

L

現
実
に
傷
つ
い
た
魂
は
深
い
慰
謝
を
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
五
節
に
古
か
れ
た

夜
の
街
の
訪
箆
の
シ

l
ン
で
、
香
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
て

、，、
d
O

L-dl 

喬
は
腰
に
朝
鮮
の
小
さ
い
鈴
を
提
げ
て
、

そ
ん
な
夜
更
け
歩
い
た
。

そ
れ

は
岡
崎
公
闘
に
あ
っ
た
博
覧
会
の
朝
鮮
飴
で
友
人
が
買
っ
て
来
た
も
の
だ
っ

た
。
銀
の
地
に
百
や
赤
の
七
宝
が
お
い
て
あ
り
、
美
し
い
枯
れ
た
音
が
し
た
。

人
び
と
の
な
か
で
は
聞
こ
え
な
く
な
り
、
夜
更
け
の
道
で
鳴
り
出
す
そ
れ
は
、

彼
の
心
の
象
徴
の
や
う
に
思
へ
た
。

此
処
で
も
町
は
、
窓
辺
か
ら
見
る
風
景
の
や
う
に
、
歩
い
て
ゐ
る
彼
に
展

け
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

生
れ
て
か
ら
未
だ
一
度
も
踏
ま
な
か
っ
た
迫
。
そ
し
て
同
時
に
、
実
に
親

し
い
思
ひ
を
起
さ
せ
る
道
。
-
|
そ
れ
は
も
う
彼
が
限
ら
れ
た
回
数
通
り
過



ぎ
た
こ
と
の
あ
る
何
時
も
の
道
で
は
な
か
っ
た
。
何
時
の
頃
か
ら
歩
い
て
ゐ

る
の
か
、
香
は
自
分
が
と
乙
と
は
の
過
ぎ
て
ゆ
く
者
で
あ
る
の
を
今
は
感
じ

7こ
そ
ん
な
時
朝
鮮
の
鈴
は
、
喬
の
心
を
顕
は
せ
て
鳴
っ
た
。
或
る
時
は
、
喬

の
現
身
は
道
の
上
に
失
は
れ
鈴
の
土
日
だ
け
が
町
を
過
る
か
と
思
は
れ
た
。
ま

た
或
る
時
そ
れ
は
腰
の
あ
た
り
に
湧
き
出
し
て
、
彼
の
身
体
の
内
部
へ
流
れ

入
る
澄
み
透
っ
た
渓
流
の
や
う
に
恩
へ
た
。
そ
れ
は
身
体
を
流
れ
め
ぐ
っ
て

病
気
に
汚
れ
た
彼
の
血
を
、
洗
ひ
清
め
て
呉
れ
る
の
だ
。

「
俺
は
だ
ん
だ
ん
癒
っ
て
ゆ
く
ぞ
」

コ
ロ
コ
ロ
、

コ
ロ
コ
ロ
、
彼
の
小
さ
な
希
望
は
深
夜
の
空
気
を
清
ら
か
に

一
郎
は
せ
た
。

ほ
し
い
ま
ま
に
自
己
の
空
想
世
界
を

展
開
さ
せ
る
の
に
絶
好
の
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
夜
更
け
の
街
を
歩
き
回
る
乙

夜
更
け
の
街
は
、
他
者
の
目
を
意
識
せ
ず
、

と
に
よ
っ
て
、
腰
で
鳴
る
朝
鮮
の
鈴
の
音
と
眼
前
に
展
け
て
い
く
風
景
と
い
う
、

聴
覚
と
視
覚
双
方
か
ら
刺
激
を
受
け
、
喬
は
内
部
時
間
の
停
滞
状
態
か
ら
魂
を
解

放
し
て
い
く
。
乙
こ
で
も
、
倦
怠
か
ら
の
脱
出
に
動
き
が
絡
ん
で
い
る
が
、
風
に

揺
れ
る
爽
竹
桃
や
棒
の
梢
な
ど
の
動
き
が
利
那
的
で
あ
っ
た
の
と
比
べ
る
と
、

の
場
合
の
夜
の
訪
径
は
、
時
間
的
持
続
性
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
倦
怠

か
ら
解
放
さ
れ
た
香
の
魂
は
、
す
ぐ
再
び
色
槌
せ
た
現
実
に
引
き
一
反
さ
れ
る
乙
と

な
く
カ
タ
ル
シ
ス
の
海
を
漂
い
、

つ
い
に
は
永
遠
性
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。

〈
と
こ
と
は
の
過
ぎ
て
ゆ
く
者
〉
と
い
う
意
識
が
そ
れ
を
意
味
し
て
お
り
、

こ
乙

に
お
い
て
喬
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
絶
頂
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。

乙
の
時
、
汚
れ
た
現
実
を
担
う
〈
喬
の
現
身
は
道
の
上
に
失
わ
れ
〉
、
魂
の
鼓

動
を
象
徴
す
る
〈
鈴
の
音
だ
け
が
町
を
過
ぎ
る
〉
。
肉
体
と
い
う
現
実
の
基
盤
か

ら
遊
離
し
た
魂
は
、
非
現
実
的
空
想
世
界
の
智
で
永
遠
の
生
を
獲
得
し
、

そ
の
輝

き
が
汚
れ
た
肉
体
を
も
浄
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
希
望
を
、
在
に
抱
か
し

め
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

乙
う
し
た
霊
肉
分
離
に
よ
る
救
済
観
念
は
、
魂
の
側
の
論
理
に
過
ぎ

な
い
。
魂
が
永
遠
に
向
か
っ
て
紡
但
し
続
け
て
い
る
聞
に
も
、

「
病
い
」
は
呑
の

肉
体
を
若
実
に
破
滅
へ
導
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
肉
体
の
似
の

論
理
で
言
え
ば
、
喬
の
カ
タ
ル
シ
ス
は
現
実
逃
避
の
詩
り
を
免
れ
得
ず
、
閑
却
さ

れ
た
現
実
か
ら
の
報
復
は
必
至
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
香
が
こ
の
よ
う
な
カ
タ
ル
シ
ス
の
両
義
性
に
つ
い
て
、

ど
れ
だ
け
白

覚
的
で
あ
っ
た
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
魂
の
カ
タ
ル
シ
ス
が

肉
体
に
及
ぼ
す
危
機
的
側
面
に
関
す
る
呑
の
意
識
に
つ
い
て
、
肉
体
的
危
機
の
表

象
で
あ
る
「
病
い
」
の
問
題
を
絡
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
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こ

乙
れ
ま
で
は
、
香
の
心
の
影
と
光
で
あ
る
病
相
官
や
カ
タ
ル
シ
ス
に
つ
い
て
論
じ

そ
れ
で
は
、
香
の
肉
体
の
影
で
あ
る
「
病
い
」
は
、
ど

て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

時
ど
き
彼
は
、
病
め
る
部
分
を
取
出
し
て
眺
め
た
。
そ
れ
は
な
に
か
一
匹

の
悲
し
ん
で
ゐ
る
生
き
物
の
表
情
で
、
彼
に
訴
へ
る
の
だ
っ
た
。

喬
の
病
め
る
部
分
は
、

〈
一
匹
の
悲
し
ん
で
ゐ
る
生
き
物
〉
と
い
う
、
喬
と
は
別

個
の
存
在
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
表
現
に
は
妙
な
リ
ア

リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
決
し
て
、
現
実
の
病
い
と
し
て
の
リ
ア
リ
テ

ィ
で
は
な
い
。
現
実
の
病
い
の
持
つ
生
臭
さ
さ
は
、
む
し
ろ
こ
の
表
現
に
よ
っ
て



希
薄
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
乙
の
表
現
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
、
病
め
る
部
分
の

質
量
的
な
存
在
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
己
の
肉
体
の
一
部
分
を
、

こ
の
よ
う
に
質
量
感
を
有
す
る
存
在
物
と
見
倣
す

乙
と
に
よ
っ
て
、
香
は
、
自
分
が
病
ん
で
い
る
意
識
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
夢
の
中
で
も
呑
は
、
地
張
れ
し
た
自
分
の
足
を
見
つ
め
な
が
ら
、

痛
く
も
な
ん
と
も
な
か
っ
た
。
腫
物
は
紅
い
、

サ
ボ
テ
ン
の
花
の
や
う
で
あ
る
V
1

と
感
じ
て
い
る
が
、

乙
れ
な
ど
も
、
香
が
「
病
い
」
を
自
己
か
ら
切
り
離
し
た
が

っ
て
い
る
こ
と
の
象
徴
と
し
て
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
'
つ
に
、

「
向
い
」
と
い
う
現
実
を
自
己
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
よ
っ
て

喬
の
魂
が
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
詳
述
し
た
が
、
香
の

意
識
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
病
い
」
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
香
と
は
別
個
の
も
の
と
し
て

そ
の
存
在
性
を
主
張
し
始
め
る
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
最
終
節
に
は
、

そ
の
よ

う
に
存
在
を
主
張
す
る
「
病
い
」
に
目
を
奪
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
喬
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
。窓

か
ら
の
風
景
は
何
時
の
夜
も
捕
ら
な
か
っ
た
。
喬
に
は
ど
の
夜
も
み
な

一
つ
に
思
へ
る
。

然
し
或
る
夜
、
香
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
債
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
閣
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
:
:
:
」

意
識
か
ら
排
除
さ
れ
、
現
実
的
な
治
療
を
施
す
こ
と
も
な
く
放
置
さ
れ
た
「
病
い
」

が
、
意
識
と
は
別
の
次
元

(
H肉
体
の
次
元
)
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
|
|
そ

の
こ
と
に
喬
が
十
分
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
、

乙
の
最
後
の
つ
ぶ
や
き
か
ら
読
み

取
れ
る
。

〆ヘ

乙
と
で
呑
が
見
つ
め
て
い
る
〈
青
い
燐
光
〉
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
無
機
的
な
そ
の
光
は
、
希
望
の
光
と
い
う
よ
り
、
不
吉
を
予
知
す
る
光
で

あ
る
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
作
品
内
か
ら
は
、
呑
の
寵
思
し
て
い
る
病

自
慢
や
病
状
に
つ
い
て
の
情
報
が
得
ら
れ
な
い
た
め
確
言
は
で
き
な
い
が
、

と
乙
で

喬
が
〈
古
い
燐
光
〉
の
背
後
に
見
て
い
る
の
は
、
肉
体
の
破
滅
、

す
な
わ
ち
、
死

の
予
兆
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
目
で
見
れ
ば
、

こ
の
光
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
市
無
的
な
冷
た
さ
も
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

い
ず

れ
に
せ
よ
、
香
の
病
種
・
病
状
が
作
品
内
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、

こ
の
見

円〆“
円
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解
も
想
像
の
域
を
出
な
い
。

ζ

の
問
題
に
関
し
て

と
れ
以
上
喬
に
沿
っ
て
言
及
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
の

で
、
作
者
梶
井
の
意
識
に
敷
術
し
て
考
察
す
る
乙
と
に
し
た
い
。

し
か
し
、
香
に

関
し
て
も
、
彼
が
、
自
己
の
感
党
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
の
世
界
を
絶
対
化
し
て
お
ら

ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
、
肉
体
の
次
元
に
存
在
す
る
「
病
い
」
を
見
据
え
る
乙
と
で

相
対
化
し
て
い
る
点
だ
け
は
、
指
摘
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

五

最
後
に
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
末
尾
花
「
病
い
」
を
配
置
し
て
作
品
を
結
ん

だ
、
作
者
促
井
の
意
識
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
と
も
に

乙
の
作
品
が
促
井
文
学

の
中
で
占
め
る
位
置
の
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
み
た
い
。



梶
井
が
、

カ
タ
ル
シ
ス
を
相
対
化
す
る
か
た
ち
で
「
病
い
」
を
作
品
の
結
末
部

に
置
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
梶
井
に
、
自
己
の

資
質
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
対
す
る
不
安
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

処
女
作
「
停
様
」
に
お
い
て

〈
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
古
な
塊
〉
と
い
う
自

我
の
し
乙
り
を
、
特
殊
な
感
覚
体
験
を
通
じ
て
昇
華
さ
せ
る
、

と
い
っ
た
作
風
を

確
立
し
た
梶
井
は
、
自
己
の
資
質
で
あ
る
豊
潤
な
感
受
性
を
、

い
か
に
文
学
に
定

者
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
た
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
以
降
の
作
品
を
展

閉
さ
せ
て
き
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
促
井
は
、
彼
の
豊
か
な
感
受
性
が
時
と
し
て
生
じ
さ
せ
る
、
非
現
実

的
な
空
想
世
界
の
裡
で
全
く
自
足
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
。
時
に
は
、

そ
の
よ

う
な
非
現
実
的
空
聞
に
惹
か
れ
易
い
自
己
の
特
質
を
、
危
険
性
に
富
む
も
の
と
し

て
認
識
し
て
い
た
側
面
も
、
彼
の
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
大
正
十
四
年
に
苦
か
れ
た
「
泥
湾
」
の
主
人
公
は
、
影
法
師
の
中

に
も
う
一
人
の
自
分
を
見
る
と
い
う
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
を
体
験
し
て
、

八
「
あ

れ
は
何
処
へ
歩
い
て
ゆ
く
の
だ
ら
う
」
と
設
と
し
た
不
安
が
自
分
に
起
り
は
じ
め

た
〉
、

と
、
生
身
の
自
己
を
何
処
へ
運
ん
で
い
く
の
か
わ
か
ら
な
い
、
自
己
の
資

質
に
対
す
る
恐
れ
を
語
っ
て
い
る
。

ま
た
、
周
年
に
舎
か
れ
た
「
路
上
」
の
主
人
公
は
、
雨
後
の
ぬ
か
る
ん
だ
崖
道

を

〈
魅
せ
ら
れ
た
や
う
に
〉
滑
り
下
り
る
と
い
う
体
験
を
し
た
後
、

〈
破
滅
と

い
ふ
も
の
の
一
つ
の
姿
を
見
た
や
う
な
気
〉
に
囚
わ
れ
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
感
概

を
漏
ら
し
て
い
る
。

自
分
、
自
分
の
意
識
と
い
ふ
も
の
、

そ
し
て
世
界
と
い
ふ
も
の
が
、
焦
点

を
外
れ
て
泳
ぎ
出
し
て
行
く
や
う
な
気
持
に
自
分
は
捕
へ
ら
れ
た
。
笑
っ
て

ゐ
て
も
か
ま
は
な
い
。
誰
か
見
て
は
ゐ
な
か
っ
た
か
し
ら
と
二
度
目
に
あ
た

り
を
見
但
し
た
と
き
の
廓
琴
と
し
た
淋
し
さ
を
自
分
は
思
ひ
出
し
た
。

意
識
が
現
実
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
が
、
深
い
自
己
喪
失
を
招
き
、

そ
れ
が
破
滅
へ

つ
な
が
り
か
ね
な
い
乙
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
、

乙
の
主
人
公
は
征
然
と
し
て
い

る
。
彼
が
二
度
も
周
囲
を
見
廻
し
た
の
は
、
他
人
に
見
ら
れ
る
乙
と
で
、
現
実
世

界
に
立
脚
し
た
自
己
意
識
を
回
復
さ
せ
た
い
と
希
求
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
「
路
上
」
の
主
人
公
の
体
験
は
、
カ
タ
ル
シ
ス
に
通
じ
る
感
覚
体
験
と
は
別

個
の
も
の
だ
が
、
非
現
実
的
世
界
に
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
梶
井
の
精
神
の
傾
斜
ぷ

り
を
よ
く
現
し
た
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
末
尾
に
「
病
い
」
と
い
う
危
機
的
現
実
を
据
え
た
梶
井

の
意
図
は
、
香
の
カ
タ
ル
シ
ス
休
験
の
両
義
性

|
l魂
を
永
遠
の
生
へ
と
導
き
、

肉
体
を
破
滅
へ
と
導
く
と
い
う
両
義
性

l
ー
を
暗
示
す
る
と
と
に
あ
っ
た
の
で
は

そ
う
考
え
る
と
、

-23-

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
と
い
う
作
品
の

芸
術
的
結
晶
度
の
一
品
さ
は
、
作
家
梶
井
の
資
質
的
側
面
と
現
実
認
識
的
側
面
と
の

聞
に
生
じ
る
緊
張
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
、

と
一
言
「
て
も
過
言
で
は
あ
る

レ
v
i
h

、。
E
L
 

梶
井
が
、
自
己
の
資
質
に
沈
潜
し
て
い
く
こ
と
へ
の
危
倶
か
ら
、

カ
タ
ル
シ
ス

を
相
対
化
す
る
存
在
を
示
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
乙
と
か
ら
領
け
る
と
し
て
、

そ

れ
が
な
ぜ
「
病
い
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
次
に
、

そ
の
点
に
つ
い

て
言
及
し
て
み
た
い
。

梶
井
文
学
の
展
開
と
い
う
視
点
か
ら
「
あ
る
心
の
風
景
」
を
眺
め
る
時
、
私
に

は
一
つ
の
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
ぶ
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
は
京
都
を
舞
台
と
す
る

作
品
な
の
だ
が
、

な
ぜ
、
梶
井
は
、
大
正
十
五
年
と
い
う
年
に
京
都
を
舞
台
と
す

る
作
品
を
書
い
た
の
か
。
梶
井
は
「
停
様
」
を
書
き
上
げ
る
乙
と
で
、
京
都
時
代



の
デ
カ
ダ
ン
ス
体
験
を
彼
の
美
意
識
の
視
で
対
象
化
し
た
後
、

「
城
の
あ
る
町
に

て
」
で
は
避
暑
に
赴
い
た
三
重
県
松
坂
の
地
を
、

「
泥
湾
」
か
ら
「
雪
後
」
ま
で

の
五
作
品
で
は
学
生
生
活
を
送
る
東
京
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
舞
台
と
し
て
き

た
の
で
あ
る
が
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
で
は
、
ま
る
で
梶
井
自
身
の
過
去
へ
遡
及

し
た
か
の
よ
う
に
、
京
都
が
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
何
か
意
味
が
あ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
は
、

「
あ
る
心
の
風
景
」
執
筆
当
時
の
梶
井
の
健
康
状
態
が
絡
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
。

大
正
十
三
年
四
月
、
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
・
上
京
し
た
後
の
梶
井
は
、

環
境

が
変
わ
り
生
活
態
度
も
改
ま
っ
た
せ
い
か
、

比
較
的
安
定
し
た
健
康
状
態
を
保
つ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
大
正
十
四
年
に
書
か
れ
た
「
橡
の
花
」
の

冒
頭
部
分
か
ら
も
窺
う
と
と
が
で
き
る
。

此
頃
の
陰
穆
な
天
候
に
弱
'
り
さ
れ
て
ゐ
て
手
紙
を
書
く
気
に
も
な
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。
以
前
京
都
に
ゐ
た
頃
は
毎
年
の
や
う
に
こ
の
季
節
に
肋
膜
を
悪

く
し
た
の
で
す
が
、
此
方
へ
来
て
か
ら
は
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

一
つ
は
酒
類
を
飲
ま
な
く
な
っ
た
せ
ゐ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

梶
井
の
宿
病
・
肺
結
核
の
病
状
は
、
上
京
後
一
年
余
り
の
聞
は
小
康
状
態
に
あ

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
苦
か
れ
た
大
正
十
五
年

比
は
、
再
び
悪
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
。
大
谷
晃
一
周
は
、
乙
の
年
に
入
っ
て

っ
た
と
見
て
い
い
が

と
れ
が
、

梶
井
が
病
気
の
徴
候
を
ま
た
も
や
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。

五
月
一
日
付
の
友
人
宛
書
簡
に
は
、
肋
肢
を
患
っ
て
一
週
間
ほ
ど
寝
起
き

ま
Tこ

を
繰
り
返
し
て
い
る
と
の
報
告
が
あ
る
。

こ
う
し
た
宿
拘
の
再
発
・
悪
化
と
い
う

出
来
事
に
よ
り
、
梶
井
の
心
に
病
穆
が
腔
胎
し
、

そ
れ
が
彼
に
京
都
と
い
う
土
地

や
そ
乙
で
の
デ
カ
ダ
ン
ス
の
一
記
憶
を
生
々
し
く
匙
ら
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
京
都

は
、
梶
井
に
と
っ
て
、
肺
病
に
ま
つ
わ
る
暗
い
思
い
出
と
切
り
離
せ
な
い
場
所
だ

か
ら
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
に
書
か
れ
た
「
あ
る
心
の
風
景
」
の
舞
台
が
京
都
で

あ
る
こ
と
と
、

と
の
年
に
入
つ
て
の
梶
井
の
病
状
悪
化
と
い
う
出
来
事
は
、

あ
な

が
ち
無
縁
だ
と
は
言
え
ま
い
。

病
状
の
悪
化
と
い
う
出
来
事
が
、
当
時
の
肺
結
核
患
者
に
、

〈
死
〉
を
身
近
か

な
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
と
は
、
容
易
に
想
像
で

品
己

zv
。
「
あ
る
心
の
風
景
」
を
、
呑
が
カ
タ
ル
シ
ス
の
絶
頂
を
迎
え
た
場
面
を
描

い
た
第
五
節
で
結
ば
ず
、
第
六
節
で
再
び
呑
の
眼
を
「
病
い
」
と
い
う
現
実
に
向

け
さ
せ
た
梶
井
の
意
識
に
は
、
肺
結
核
の
悪
化
に
伴
う
実
生
活
上
の
危
機
意
識
が

反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
こ
と
は
、

こ
の
「
あ
る
心
の
風
景
」
を
タ

l
ニ
ン
グ
・
ポ
イ
ン

卜
と
し
て
、
梶
井
が
自
己
の
「
病
い
」
の
背
後
に
潜
む
〈
死
〉
を
強
く
意
識
す
る

必
uτ

円
ノ
“

よ
う
に
な
っ
て
い
く
乙
と
か
ら
も
窺
え
る
。

そ
れ
ま
で
の
文
学
的
歩
み
に
お
い
て
、
梶
井
が
自
己
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
見

定
め
て
い
た
の
は
、

「
棒
援
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
〈
え
た
い
の
知
れ
な
い
不

古
な
塊
〉
で
あ
っ
た
。

こ
の
〈
不
吉
な
塊
〉
に
は
、

無
論
、
病
気
に
関
す
る
意
識

も
含
ま
れ
て
は
い
た
が
、
概
括
的
に
言
え
ば
、

乙
の
〈
塊
〉
と
は
、
現
実
に
同
化

で
き
な
い
自
我
の
し
こ
り
と
で
も
一
百
う
べ
き
、
青
年
期
特
有
の
精
神
病
理
の
象
徴

で
あ
勺
・
た
。

乙
の
〈
塊
〉
を
、
自
己
の
資
質
で
あ
る
豊
潤
な
感
受
性
を
通
し
て
、

い
か
に
解
消
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
と
と
が
、

「
棒
様
」
か
ら
「
あ
る
心
の
風
景
」

に
至
る
ま
で
の
梶
井
文
学
の
、
主
要
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は

先
述
し
た
。

自
己
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
、

〈
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
古
な
塊
〉
を
見
つ
め

て
い
た
梶
井
の
視
線
は

「
あ
る
心
の
風
景
」
の
末
尾
に
至
っ
て

「
病
い
」
と



い
う
明
確
な
存
在
に
注
が
れ
て
い
る
。

「
病
い
」
は
、
も
う
決
し
て
〈
え
た
い
の

知
れ
な
い
〉
存
在
な
ど
で
は
な
く
、

〈
死
〉
と
い
う
絶
望
的
な
闇
へ
と
通
じ
る
、

過
酷
な
ほ
ど
明
瞭
な
現
実
と
し
て
、
梶
井
の
目
に
映
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る。

「
あ
る
心
の
風
景
」
以
降
、
梶
井
が
、
魂
は
昇
天
す
る
が
肉
体
は
水
死
す
る

と
い
う
霊
肉
分
離
の
極
限
を
措
い
た
「

K
の
昇
天
」
や
、
〈
死
〉
を
直
視
せ
ざ
る
を

得
な
い
絶
望
感
を
前
面
に
出
し
た
「
冬
の
日
」
等
の
作
品
で
、
死
に
対
す
る
傾
斜

を
深
め
て
い
る
乙
と
が
、

そ
の
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

リ
山
み
」
目
、

1
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「
あ
る
心
の
風
景
」
を
、
青
年
期
の
精
神
病
理
か
ら
〈
死
〉
の
意
識
へ

と
、
梶
井
の
危
機
的
現
実
認
識
が
移
行
し
て
い
く
、
過
渡
期
的
作
品
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
た
い
。

「
あ
る
心
の
風
景
」
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
〈
死
〉
の
気

配
は
、

そ
れ
は
、
湯
ケ
島
時
代
に
梶
井
が
発

ま
だ
微
か
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、

見
す
る
絶
望
的
な
閣
の
深
さ
に
、
確
か
に
通
じ
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

〔註〕

山
中
谷
孝
雄
『
梶
井
基
次
郎
』
(
筑
摩
叢
書
)

間
淀
野
隆
三
「
解
説
」
(
『
滞
凌
』
新
潮
文
庫
』
)

問
中
谷
孝
雄
『
梶
井
基
次
郎
』
に
よ
れ
ば
、
〈
あ
の
作
品
の
な
か
の
病
気
の
話
ゃ
、
朝

鮮
の
鈴
の
と
と
な
ど
は
、
す
べ
て
友
人
の
浅
見
篤
か
ら
聞
い
た
乙
と
で
あ
る
o

(

略
)

あ
の
作
品
を
単
純
な
私
小
説
の
や
う
な
つ
も
り
で
読
み
過
し
て
ゐ
る
人
が
あ
る
と
す
れ

ば
、
と
ん
で
も
な
い
誤
り
を
犯
し
て
ゐ
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
〉
と
の
と
と
で

あ
る
。

凶
八
木
恵
子
「
梶
井
基
次
郎
『
冬
の
日
」
に
つ
い
て
(
E
)
|
|
「
幼
年
」
と
「
母
」

の
系
譜
|
|
」
(
専
修
大
学
大
学
院
紀
要
『
文
研
論
集
』
第
五
号
・
昭
M
-
m
)

聞
大
正
十
年
十
月
十
六
日
に
、
初
め
て
祇
園
乙
部
に
登
楼
し
た
梶
井
は
、
翌
日
の
日
記

に
こ
う
書
い
て
い
る
。
〈
昨
日
の
寝
る
時
と
今
日
の
寝
る
時
の
こ
の
気
持
の
差
。
/
昨

日
は
酒
を
の
ん
だ
、
そ
し
て
ソ
ド
ム
の
徒
と
な
っ
た
。
/
あ
の
寝
る
時
の
浅
ま
し
い
姿
l
v

(
日
記
第
二
帖
)

ま
た
、
中
谷
氏
(
前
掲
舎
)
に
よ
る
と
、
〈
遊
廓
で
の
一
夜
の
経
験
は
、
梶
井
を
非

常
に
後
悔
さ
せ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
よ
く
彼
は
そ
の
夜
の
こ
と
を
呪
ふ
や
う
な
口
吻
を

も
ら
し
た
が
、
そ
の
た
め
「
純
粋
な
も
の
が
分
ら
な
く
な
っ
た
」
と
か
「
堕
落
し
た
」

と
か
い
ふ
彼
の
言
葉
に
は
、
私
は
全
く
取
合
は
な
か
っ
た
。
〉
、
と
の
と
と
で
あ
る
。

附
井
上
良
雄
「
新
刊
『
棒
稼
』
」
(
『
詩
と
散
文
』
第
三
号
・
昭
6
・
6
)

『
井
上
良

雄
評
論
集
』
(
国
文
社
)
所
収

間
た
と
え
ば
、
「
樗
援
」
の
主
人
公
は
、
手
に
し
た
レ
モ
ン
の
重
さ
を
、
〈
疑
ひ
も
な

く
乙
の
重
さ
は
総
て
の
善
い
も
の
総
て
の
美
し
い
も
の
を
主
出
吾
正
換
算
し
て
来
た
重
さ
〉

と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
。
乙
の
よ
う
に
、
梶
井
文
学
に
は
、
抽
象
的
観
念
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
質
量
感
の
あ
る
存
在
物
に
よ
っ
て
支
え
る
と
い
う
特
徴
的
な
技
法
が
見
ら
れ
る
。

聞
大
谷
晃
一
『
評
伝
梶
井
基
次
郎
』
(
河
出
書
一
民
新
社
)
に
は
、
〈
大
正
十
五
年
(

一
九
二
六
年
)
が
明
け
、
基
次
郎
は
数
え
二
十
六
歳
に
な
っ
た
。
東
大
へ
入
っ
て
か
ら

ま
あ
元
気
だ
っ
た
が
、
乙
の
冬
か
ら
病
気
の
徴
候
を
ま
た
も
や
見
せ
る
。
京
大
医
学
部

に
在
学
中
の
近
藤
直
人
が
一
月
中
旬
に
上
京
し
、
基
次
郎
の
体
が
悪
い
よ
う
だ
と
思
っ

た
l

〉
と
の
記
載
が
あ
る
。

間
近
藤
直
人
宛
書
簡
(
大
日
・

5
・
1
)

〈
此
の
間
か
ら
気
候
不
明
に
て
ど
う
も
肋
肢
を
ま
た
少
し
自
白
さ
れ
た
ら
し
く
、

間
程
寝
た
り
起
き
た
り
し
て
い
ま
す
lv

'
h
d
 

nr臼

週

(
昭
和
六
十
一
年
九
月
稿
了
)

附
記

本
稿
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
に
お
い
て
、
「

梶
井
基
次
郎
『
あ
る
心
の
風
景
』
考
|
|
カ
タ
ル
シ
ス
と
『
病
い
』
|
|
」
と
題
し
て
発
表

し
た
も
の
に
、
加
筆
補
訂
し
て
成
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
梶
井
基
次
郎
の
作
品
等
の
引
用
は
、
筑
摩
書
一
民
版
『
梶
井
基
次
郎
全
集
』
に
拠

っ
た
。
引
用
す
る
際
に
、
新
字
体
の
あ
る
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。


