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そ

の

作

品

構

造

に

つ

い

て

梶
井
基
次
郎
の
『
冬
の
蝿
』
は
、
渡
部
芳
紀
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
序

章
・
一
章
・
ニ
章
・
三
章
の
四
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
そ
れ
が
い
わ
ば
、
起
・
承
・

転
・
結
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
が
っ
ち
り
し
た
四
段
構
成
の
作
品
で
あ
る
。
散

文
詩
風
の
小
品
が
多
い
梶
井
文
学
(
特
に
湯
ヶ
島
時
代
の
も
の
)
の
中
に
あ
っ
て

『
冬
の
蝿
』
は
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
構
成
を
持
つ
作
品
だ
と
言
っ
て
も
よ

はL、
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
乙
の
作
品
の
主
人
公
が
、
倦
怠
に
満
ち
た
温
泉
宿
の

一
室
を
抜
け
出
し
て
、
閣
の
山
中
を
暗
い
情
熱
に
駆
ら
れ
て
歩
く
ま
で
を
書
い
た

第
一
章
、
第
二
章
の
部
分
か
ら
、
病
め
る
人
間
存
在
の
絶
望
へ
の
情
熱
を
看
取
す

る
点
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
論
者
の
間
で
も
際
立
っ
た
見
解
の
相
違
は
見
ら
れ
な

い
。
し
か
し
、
初
僅
を
終
え
て
部
屋
へ
戻
っ
た
「
私
」
が
、
蝿
の
い
な
く
な
っ
た

こ
と
に
気
付
き
驚
く
場
面
を
描
い
た
第
三
章
に
関
し
て
は
、
各
論
者
の
間
で
見
解

が
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
相
馬
康
夫
氏
は
、
「
主
題
の
把
握
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
冬
の
蝿
』

を
論
じ
、
こ
の
作
品
の
重
点
を
第
一
章
、
第
二
章
で
描
か
れ
た
「
私
」
の
内
面
世

界
の
起
伏
に
見
定
め
て
、
第
三
章
を
、

「
物
語
の
起
承
転
結
を
整
え
る
た
め
の
、

谷

彰

単
な
る
手
段
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
過
言
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
」
だ
と
み
な
し

て
い
る
。
ま
た
、

「
冬
の
蝿
』
の
四
段
構
成
を
指
摘
し
た
渡
部
氏
に
し
て
も
、
第

ニ
章
に
関
し
て
は
、

「
結
の
部
分
は
短
い
。
」
と
、
そ
の
便
慨
を
簡
単
に
述
べ
た

後
で
、
承
、
転
の
部
分
に
描
か
れ
た
「
私
」
の
意
志
的
な
姿
勢
に
「
一
つ
の
充
足

を
見
た
い
」
と
さ
れ
、
第
三
章
そ
の
も
の
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及

し
て
い
な
い
。
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乙
れ
に
対
し
て
、
飛
高
隆
夫
氏
は
、
梶
井
が
、

そ
し
て
い
つ
か
私
を
殺
し
て
し
ま
ふ
気
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
想
念
に
と
ら
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
、
第
三
章
で
梶
井
が
、

「
人
間
存
在
を
超
え
た
あ
る
大
き
な
も
の
(
運
命
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
よ
い
と
思

う
が
)
に
触
れ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

「
私
に
も
な
に
か
私
を
生
か
し

『
冬
の
蝿
』
の
第
三
章
に
関
し
て
は
、
乙
乙
に
ど
の
程
度
の
重

き
を
置
く
か
と
い
う
点
で
、
論
者
の
間
で
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
私

こ
の
よ
う
に
、

と
し
て
は
、
飛
高
氏
の
立
場
、
'
す
な
わ
ち
、
第
三
章
に
単
な
る
結
び
以
上
の
意
味

を
読
み
と
る
と
い
う
立
場
を
支
持
し
た
い
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
、

『
冬
の
蝿
』

の
梶
井
文
学
全
体
の
中
で
の
位
置
を
考
え
る
と
き
、
つ
ま
り
、

の
話
』
な
ど
か
ら
の
展
開
と
し
て
『
冬
の
蝿
』
を
捉
え
る
と
き
、
第
三
章
に
お
い

『
蒼
寄
』
や
『
寛

て
「
私
」
が
蝿
の
死
に
見
た
も
の
は
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考



え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
に
委
ね
る
が
、

『
蒼
寄
』
に
お
い
て
は
、

白
日
の
も
と
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
聞
に
覆
わ
れ
て
い
る
自
己
の
発
見
を
語
り
、

『
寛
の
話
』
に
お
い
て
は
、
自
己
の
宿
命
に
つ
い
て
、

「
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
は

永
遠
の
退
屈
だ
。
生
の
幻
影
は
絶
望
と
重
な
っ
て
ゐ
る
」
と
語
っ
た
梶
井
は
、

『
冬
の
蝿
』
の
第
三
章
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
「
闇
」
、
す
な
わ
ち
、

「
宿
命
」

に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
私
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、

第
三
章
の
意
味
を
軽
視
す
る
論
に
は
、
私
は
与
し
え
な
い
。

私
は
、

『
冬
の
蝿
』
を
、

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
た
全
体
構
造
の
視
点
か
ら

捉
え
た
い
。
作
品
分
析
を
通
じ
て
、
各
章
の
構
造
的
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
、
そ

「
冬
の
蝿
』
の
梶
井
文
学
全
体
に
お
け
る
位
置
を
考
察
す
る
こ

し
て
さ
ら
に
は
、

と
が
、
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

冬
の
蝿
と
は
伺
か
?

よ
ぼ
よ
ぼ
と
歩
い
て
ゐ
る
蝿
。
指
を
近
づ
け
て
も
逃
げ
な
い
蝿
。
そ
し
て

飛
べ
な
い
の
か
と
思
っ
て
ゐ
る
と
や
は
り
飛
ぷ
蝿
。
彼
等
は
一
体
伺
処
で
夏

頃
の
不
還
さ
や
憎
々
し
い
ほ
ど
の
す
ば
し
こ
き
を
失
っ
て
来
る
の
だ
ら
う
。

色
は
不
鮮
明
に
勤
ん
で
、
姐
体
は
萎
縮
し
て
ゐ
る
。
汚
い
臓
物
で
張
切
っ
て

ゐ
た
腹
は
紙
撚
の
や
う
に
痩
せ
細
っ
て
ゐ
る
。
そ
ん
な
彼
等
が
わ
れ
わ
れ
の

気
も
つ
か
な
い
や
う
な
夜
具
の
上
な
ど
を
、
い
ぢ
け
衰
へ
た
姿
で
飼
っ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

冬
か
ら
早
春
に
か
け
て
、
人
は
一
度
な
ら
ず
そ
ん
な
蝿
を
見
た
に
ち
が
ひ

な
い
。
そ
れ
が
冬
の
蝿
で
あ
る
。
私
は
い
ま
、
乙
の
冬
私
の
部
屋
に
棲
ん
で

ゐ
た
彼
等
か
ら
一
篇
の
小
説
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
、
「
冬
の
蝿
』
の
序
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
演
川
勝

彦
氏
を
除
い
て
、
乙
の
箇
所
を
問
題
視
し
て
い
る
論
者
は
、
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

多
く
の
論
者
は
、
乙
の
箇
所
を
単
な
る
導
入
部
以
上
の
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
の
全
体
構
造
の
視
点
か
ら
こ
の
序
亨
そ
眺
め
る
と
、

乙
こ
は
実
に
示
唆
に
富
む
箇
所
だ
と
「
言
え
る
。
特
に
、

「
私
は
い
ま
、

こ
の
匁
、
私

の
部
屋
に
棲
ん
で
ゐ
た
彼
等
か
ら
一
篇
の
小
説
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
」
と
い

う
引
用
箇
所
最
後
の
一
文
に
は
、
読
者
を
意
識
し
た
小
説
の
書
き
手
が
顔
を
覗
か

せ
て
い
て
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
冒
頭
部
分
で
作

者
が
、
「
小
説
を
書
く
」
と
宣
言
す
る
よ
う
な
例
は
、
演
川
氏
も
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
梶
井
文
学
の
中
で
は
稀
有
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
『
冬
の
蝿
』
は
、

作
品
が
制
り
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
虚
構
意
識
の
強
い
作
品
で
あ
る
と
言
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え
よ
う
。

『
冬
の
蝿
』
を
、
そ
の
よ
う
な
虚
構
意
識
の
強
い
作
品
と
し
て
解
す
る
と
、
冒

頭
の
「
冬
の
蝿
と
は
何
か
?
」
と
い
う
問
い
掛
け
や
、
そ
れ
に
続
く
冬
の
蝿
の
精

敏
な
描
写
ー
ー
た
と
え
ば
、
「
飛
べ
な
い
の
か
と
思
っ
て
ゐ
る
と
や
は
り
飛
ぶ
蝿
。
」

ー
ー
が
、
単
な
る
蝿
に
つ
い
て
の
叙
述
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
な
、
合
意
あ
る

も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
冬
の
蝿
は
「
私
」
の
暗

鳴
で
あ
り
、
作
者
・
梶
井
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
冬
の
蝿
と
い
う
存
在
を
見
据

え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
己
存
在
の
追
究
を
試
み
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
第
三
章
と
関
連
さ
せ
て
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
。

続
い
て
第
一
章
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

第
一
章
で
は
、

「
私
」
の
紹
介
す
る
と
こ
ろ
の
、

「
蝿
と
日
光
浴
を
し
て
ゐ
る



男
」
の
表
象
と
、

「
日
光
浴
を
し
な
が
ら
太
陽
を
憎
ん
で
ゐ
る
男
」
の
表
象
と
い

ぅ
、
二
つ
の
「
表
象
」
を
軸
と
し
て
、
病
者
と
し
て
の
「
私
」
の
日
々
の
営
み
が

語
ら
れ
て
い
る
。
乙
の
場
合
の
「
表
象
」
と
は
、
想
像
表
象
(
想
像
に
基
づ
い
て

意
識
に
現
れ
る
対
象
の
像
)
を
意
味
す
る
語
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
語

が
端
的
に
表
し
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
章
で
は
、

「
私
」
の
日
々
の
営
み
(
日
常
)

か
ら
抽
出
さ
れ
た
像
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
点
に
着
目
し
て
、
第
一
章
の
時
間
構
造
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
巡

ら
せ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。
像
と
し
て
の
「
表
象
」
は
「
私
」

の
日
々
の
営
み
か
ら
抽
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
一
度
だ
け
し
か

「
私
」
が
日
々

語
ら
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
の
「
表
象
」
の
背
後
か
ら
、
私
た
ち
は
、

同
じ
乙
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
を
読
み
取
る
乙
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、
第
一
章
の
時
間
構
造
は
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
あ
る
行
為
(
蝿
と
日
光

浴
を
し
た
り
、
日
光
浴
を
し
な
が
ら
太
陽
を
憎
ん
だ
り
す
る
行
為
)
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
円
環
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
日
光
浴
を
す
る
と
き
私
の
傍
ら
に
彼
等
を
見
る
の
は
私
の

日
課
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
)
」
と
か
、
「
私

は
太
陽
光
線
の
偽
蹴
を
い
つ
も
そ
の
杉
林
で
感
じ
た
。
」
、
「
午
後
に
な
る
と
私

は
読
書
を
す
る
こ
と
に
し
て
ゐ
た
。
」
な
ど
の
、
第
一
章
に
お
け
る
任
意
の
時
間

表
現
を
見
て
も
、
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
第
一
章
に
お
い
て
「
私
」
の
行
為
は
、
《
繰
り
返
し
》
と
い
う
時

聞
の
円
環
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
な
に
も
「
私
」
の

行
為
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

「
冬
の
蝿
」
の
行
為
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と

で
あ
る
。し

か
し
な
ん
と
い
ふ
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
で
あ
ら
う
。
日
な
た
の
な
か

の
彼
等
は
永
久
に
彼
等
の
恰
し
み
を
見
棄
て
な
い
。
壊
の
な
か
の
奴
も
永
久

に
登
つ
て
は
落
ち
、
登
つ
て
は
落
ち
て
ゐ
る
。

乙
の
引
用
箇
所
の
中
の
「
永
久
に
」
と
い
う
表
現
が
、
蝿
の
行
為
の
時
間
的
な
円

環
性
を
知
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
第
一
章
に
お
け
る
「
冬
の
蝿
」
と

「
私
」
は
、
山
聞
の
温
泉
宿
の
一
部
屋
で
、
日
々
を
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
と
し

て
送
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
自
身
は
、
自
分
と
「
冬
の
蝿
」
と
の
関
係
を
、
重
な
り
合
う

関
係
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
対
立
す
る
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、

壊
の
な
か
で
登
っ
た
り
落
ち
た
り
を
繰
り
返
す
「
冬
の
蝿
」
の
行
為
に
は
、

一「

生

き
ん
と
す
る
意
志
」
の
発
露
を
認
め
て
い
る
の
に
対
し
、

り
返
さ
れ
る
営
み
の
な
か
で
は
伺
の
生
の
発
揚
を
も
認
め
え
な
い
倦
怠
に
捕
ら
わ

「
私
」
自
身
は
日
々
繰

図
式
で
あ
る
。

「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
と
「
倦
怠
」
と
に
託
さ
れ
た
対
立

「
何
と
い
ふ
倦
息
、
な
ん
と
い
ふ
因
循
だ
ら
う
。
」
、
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れ
て
い
る
と
い
う

「
何
時
に

な
っ
た
ら
一
体
か
う
し
た
乙
と
に
亮
が
つ
く
の
か
。
」
な
ど
と
い
う
「
私
」
の
慨

「
私
」
に
と
っ
て
時
間
の
円
環
に
捕
ら
わ
れ
る
乙
と
が
、
生
命
の

停
滞
感
に
陥
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
乙
と
が
分
か
る
。
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し

(
日
常
性
)
に
耐
え
う
る
力
を
生
命
力
と
呼
ぷ
の
な
ら
、

膜
を
見
る
と
、

「
私
」
に
は
そ
の
意
味

で
の
生
命
力
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
多
分
に
「
私
」
が
病
者
で
あ
る
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
病
者
と
し
て
の
「
私
」
の
時
間
意
識
と
し
て
、
限
ら

れ
た
余
生
を
時
間
の
円
環
に
捕
ら
わ
れ
て
過
ご
す
と
い
う
乙
と
が
、
ま
さ
に
命
そ

の
も
の
の
浪
費
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
う
無

理
な
話
で
は
あ
る
ま
い
。こ

れ
ま
で
は
『
冬
の
蝿
』
第
一
章
に
お
け
る
時
間
構
造
に
着

目
し
て
、
そ
の
円
環
構
造
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
、
空
間

以
上
の
よ
う
に
、



的
な
観
点
か
ら
第
一
章
を
眺
め
て
み
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

「
私
」
と
「
冬
の
蝿
」
が
生
活
の
場
と
し
て
い
る
渓
聞
の
温
泉
宿
の
一
部
屋
は
、

「
私
」
が
日
光
浴
を
し
な
が
ら
眺
め
て
い
る
「
内
湾
の
や
う
に
賑
や
か
な
渓
の
空
」

と
い
う
開
放
的
な
空
聞
に
対
し
て
、
閉
じ
た
空
間
だ
と
言
え
る
。
乙
の
閉
じ
た
空

「
枯
死
か
ら
は
さ
う
遠
く
な
い
」

身
を
守
り
、
日
光
浴
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
空
間
|
l
い
う
な
れ
ば
「
生
」

調
同
中
品
、

f
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「
冬
の
蝿
」
に
と
っ
て
は
、
外
敵
か
ら

を
保
証
す
る
空
間
ー
だ
と
言
え
る
。
事
実
、
彼
等
は
「
虻
や
蜂
が
あ
ん
な
に
も

溌
刺
と
飛
び
廻
っ
て
ゐ
る
外
気
の
な
か
へ
も
決
し
て
飛
び
立
た
う
と
は
」
し
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、

「
私
は
好
ん
で
乙
ん
な
山
聞
に
や
っ
て
来
て
ゐ
る
訳
で
は
な
か

っ
た
。
私
は
早
く
都
会
へ
帰
り
度
い
。
帰
り
度
い
と
思
ひ
な
が
ら
二
た
冬
も
ゐ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
洩
ら
す
「
私
」
に
と
っ
て
、
乙
の
温
泉
宿
の
一
部
屋

は
、
息
詰
ま
る
閉
塞
的
な
空
聞
に
過
ぎ
な
い
。

「
私
」
の
意
識
に
お
い
て
は
、
あ

く
ま
で
「
都
会
」
が
生
活
の
場
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

「
私
」
を
生
活
の

場
か
ら
隔
離
す
る
温
泉
宿
の
一
部
屋
は
、

「
私
」
か
ら
生
き
る
意
欲
を
奪
う
「
死
」

の
空
間
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
空
間
的
な
観
点
か
ら

見
て
も
、
閉
鎖
的
な
空
聞
に
安
住
で
き
る
「
冬
の
蝿
」
と
安
住
で
き
な
い
「
私
」

と
の
対
立
図
式
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
対
立
関
係
の
根
幹
に
あ
る
も
の
、
換
言
す
る
と
、

「
私
」
を
し

て
「
冬
の
蝿
」
の
よ
う
に
、
生
命
力
の
衰
退
し
た
身
体
に
合
わ
せ
て
閉
鎖
的
な
日

常
生
活
空
聞
に
安
住
せ
し
め
な
い
も
の
が
、
「
私
」
の
太
陽
(
幸
福
)
憎
悪
の
観

念
ー
ー
あ
え
て
暗
鳴
を
用
い
る
な
ら
ば
、

「
閣
の
観
念
」
ー
ー
な
の
で
あ
る
。

私
は
自
ら
』
浴
び
て
ゐ
て
も
、
否
、

日
を
浴
び
る
と
き
は
殊
に
、
太
陽
を
憎
む

乙
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
備
さ
う
と
す
る
太
陽
。
お
お
、
私

の
太
陽
。
私
は
だ
ら
し
の
な
い
愛
情
の
や
う
に
太
陽
が
痛
に
触
っ
た
。
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
。

こ
の
引
用
箇
所
と
こ
れ
に
続
く
一
節
に
は
、

「
私
」
が
太
陽
を
憎
ひ
身
体
的
次
元

で
の
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
を
浴
び
る
乙
と
に
よ
っ
て
身
体
が
得
る
快
感

「
私
」
の
深
層
の
意
識
を
「
生
」
の
方
向
へ
向
け
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の

はよ
う
な
快
感
は
ほ
ん
の
仮
初
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、

日
光
浴
の
後
で
身
体
が
「
虚
無

的
な
疲
れ
」
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
虚
無
」
の
背
後
に
潜
む
「
死
」
の
意
識
へ
と
収
叙
さ
れ
て
し
ま
う
。

「
生
」
へ
の
志
向
は

「
私
」
の

憎
悪
は
、
死
す
べ
き
自
分
の
運
命
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

そ
う
し
た
自
分
の
運
命
を
見
据
え
る
眼
を
一
瞬
た
り
と
は
言
え
「
生
の
幻
影
」
に
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よ
っ
て
曇
ら
せ
る
、
太
陽
の
欺
踊
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
心
理
が
、
よ
り
鮮
明
に
顕
れ
て
い
る
の
が
次
の
箇
所
で

あ
る
。

私
が
最
後
に
都
会
に
ゐ
た
頃
|
|
そ
れ
は
冬
至
に
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た

が
ー
ー
私
は
毎
日
・
自
分
の
窓
の
風
景
か
ら
消
え
て
ゆ
く
日
影
に
限
り
な
い
愛

惜
を
持
っ
て
ゐ
た
。
私
は
墨
汁
の
や
う
に
こ
み
あ
げ
て
来
る
悔
恨
と
い
ら
だ

た
し
さ
の
感
情
で
、
風
景
を
埋
め
て
ゆ
く
影
を
眺
め
て
ゐ
た
。
そ
し
て
落
日

を
見
よ
う
と
す
る
切
な
さ
に
駆
ら
れ
な
が
ら
、
見
透
し
の
つ
か
な
い
街
を
慌

て
ふ
た
め
い
て
う
ろ
う
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
今
の
私
に
も
う
そ
ん
な
愛
惜
は

な
か
っ
た
。
私
は
日
の
当
た
っ
た
風
景
の
象
徴
す
る
幸
福
な
感
情
を
否
定
す

る
の
で
は
な
い
。
そ
の
幸
福
は
今
や
私
を
傷
け
る
。
私
は
そ
れ
を
憎
む
の
で

あ
る
。



(
中
略
)

私
は
以
前
と
は
反
対
に
渓
聞
を
冷
た
く
沈
ま
せ
て
ゆ
く
夕
方
を
|
|
僅
か

の
時
間
し
か
地
上
に
駐
ま
ら
な
い
黄
昏
の
厳
か
な
捉
を
|
待
つ
や
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
日
が
地
上
を
去
っ
て
行
っ
た
あ
と
、
路
の
上
の
療
を
白
く
光

ら
せ
な
が
ら
空
か
ら
下
り
て
来
る
反
射
光
線
で
あ
る
。
た
と
へ
人
は
そ
の
な

か
で
は
幸
福
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
乙
に
は
私
の
眼
を
澄
ま
せ
心
を
透
き

徹
ら
せ
る
風
景
が
あ
っ
た
。

「
消
え
て
ゆ
く
日
影
に
限
り
な
い
愛

惜
」
を
抱
い
て
街
を
初
僅
す
る
様
か
ら
、
私
た
ち
梶
井
文
学
の
読
者
は
、

「
最
後
に
都
会
に
ゐ
た
頃
」
の
「
私
」
が
、

『ぇ、の

日
』
の
主
人
公
・
亮
の
姿
を
莞
露
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
桑
は
、
生
を
象
徴
す
る

太
陽
へ
の
愛
惜
を
断
念
し
切
れ
ず
、
自
分
の
生
活
が
滅
び
て
い
く
様
を
「
冷
静
」

に
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

『
冬
の
蝿
』
の
「
私
」
は
、

あ
た
か
も
、
そ
う
し
た
心
情
レ
ベ
ル
を
蝉
脱
し
た
か
の
よ
う
な
口
吻
で
、

私
に
は
も
う
そ
ん
な
愛
惜
は
な
」
い
と
突
っ
ぱ
ね
、
太
陽
光
線
や
幸
福
の
欺
鵬
を

「ム寸の

峻
拒
す
る
と
と
も
に
、
「
眼
を
澄
ま
せ
心
を
透
き
徹
ら
せ
る
」
夕
方
の
風
景
を
希

求
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
梶
井
文
学
全
体
の
作
品
展
開
の
レ
ベ
ル
で
言
え
ば
、

『
冬
の
日
』
と
『
冬
の
蝿
』
の
主
人
公
の
意
識
の
差
を
提
示
し
た
も
の
と
解
釈
で

き
ょ
う
し
、
あ
く
ま
で
『
冬
の
蝿
』
と
い
う
作
品
内
部
の
乙
と
と
し
て
言
え
ば
、

過
去
の
自
分
と
現
在
の
自
分
の
心
境
の
変
化
を
強
調
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
引
用
部
分
に
お
い
て
、
「
私
」
が
、
太
陽
に
象
徴
さ
れ
る

幸
福
を
志
向
す
る
よ
う
な
世
間
一
般
の
人
々
の
生
活
規
範
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
、

屈
折
し
た
観
念
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
こ
で
の
「
私
」
の
言
説
が
強
調
し
て
い
る
ほ
ど
に
、
過
去
の
「
私
」

と
現
在
の
「
私
」
と
の
差
異
は
決
定
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
心
理

の
深
層
に
お
い
て
両
者
の
聞
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
決
定
的
な
差
異
は
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く

論
じ
て
み
た
い
。

「
私
は
日
の
当
た
っ
た
風
景
の
象
徴
す
る
幸
福
な
感
情
を
否
定
す
る
の
で
は
な

ぃ
。
そ
の
幸
福
は
今
や
私
を
傷
け
る
。
私
は
そ
れ
を
憎
む
の
で
あ
る
。
」
と
あ
る

よ
う
に
、

「
私
」
は
太
陽
が
象
徴
す
る
幸
福
(
日
生
)
を
否
定
す
る
こ
と
で
そ
れ

と
の
関
係
を
絶
と
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

「
私
」
は
そ
れ
へ

の
牽
引
を
感
じ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
だ
が
、

「
私
」
は
、
そ
の
幸
福
(
生
)

が
「
幻
影
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
実
体
と
し

て
手
中
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
悉
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え

「
私
」
の
心
は
幸
福
を
象
徴
す
る
太
陽
に
傷
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て

憎
悪
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
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「
憎
む
」
と
い
う
行
為
は
、
太
陽
H
幸
福
H
生
に
対

し
て
、
そ
れ
を
享
受
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
正
面
か
ら
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
ベ

ク
ト
ル
の
方
向
性
を
、
反
転
さ
せ
た
か
た
ち
で
の
一
種
の
関
わ
り
方
だ
と
号
一
ロ
え
る
。

「
私
」
が
、
精
神
の
透
徹
を
得
ら
れ
る
夕
景
を
待
ち
望
む
の
も
、
太
陽
H

幸
福
H

生
か
ら
疎
外
さ
れ
た
状
態
へ
の
反
動
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
私
」
が
生
へ
の
情
念
|
作
品
内
の
表
現
を
借
り

乙
乙
で
重
要
な
乙
と
は
、

れ
ば
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
ー
ー
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
」
が
、
太
陽
に
対
す
る
惜
悪
の
念
を
一
通
り

吐
露
し
た
後
で
、

「
し
か
し
な
ん
と
い
ふ
『
生
き
ん
と
す
る
意
志
』
で
あ
ら
う
。

日
な
た
の
な
か
の
彼
等
は
永
久
に
彼
等
の
恰
し
み
を
見
棄
て
な
い
。
壊
の
な
か
の

奴
も
永
久
に
登
つ
て
は
落
ち
、
登
つ
て
は
落
ち
て
ゐ
る
。
」
と
、
蝿
の
「
生
き
ん

と
す
る
意
志
」
に
睦
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
く
ら
太
陽

光
線
や
そ
れ
が
象
徴
す
る
幸
福
の
欺
臓
を
暴
き
、
精
神
の
透
徹
を
得
ら
れ
る
夕
景



を
希
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
観
念
武
装
し
よ
う
と
も
、
意
識
の
深
層
に
お
い

「
冬
の
蝿
」
の
自
然
な
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
の
発
露
に
惹
か

れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
私
」
が
太
陽
に

て
「
私
」
は
、

対
し
て
抱
い
て
い
る
憎
悪
と
は
、

「
私
」
自
身
の
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
の
反

語
的
な
発
露
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
閉
塞
し
た
状
況

の
中
で
ほ
と
ん
ど
窒
息
し
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
、
太
陽
へ
の
憎
悪
と
い
う
形
で

自
ら
の
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
に
捌
け
口
を
与
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

は
か
ろ
う
じ
て
絶
望
的
な
状
況
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

憎
悪
の
対
象
で
あ
る
太
陽
が
沈
み
夜
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、

「私」

「
私
」
の
部
屋
が

「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
埋
も
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。

日
な
た
の
中
で
は
「
私
」
を
驚
嘆
さ
せ
る
ほ
ど
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
を
発

露
し
て
い
た
「
冬
の
蝿
」
も
、
夜
に
は
「
死
ん
だ
や
う
に
」
部
屋
の
天
井
に
貼
り

付
い
て
し
ま
う
。
そ
の
姿
を
眺
め
て
い
る
「
私
」
の
胸
に
は
、
自
分
が
「
廃
塩
」

に
宿
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
「
廓
参
と
し
た
深
夜
の
気
配
」
が
品
み
渡
っ

て
く
る
。
日
中
は
、
太
陽
惜
悪
と
い
う
屈
折
し
た
か
た
ち
で
あ
る
に
せ
よ
、
生
へ

の
情
念
を
発
露
し
て
い
た
「
私
」
も
、
深
夜
の
部
屋
の
中
で
は
蝿
と
全
く
同
様
に
、

「
死
」
の
影
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
時
「
私
」
は
、
自
分

が
療
養
生
活
を
送
っ
て
い
る
部
屋
そ
の
も
の
が
、
己
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
、
す
な

わ
ち
「
倦
怠
」
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
思
い
知
る
の
で
あ
る
。

火
鉢
の
火
は
衰
へ
は
じ
め
て
、
硝
子
窓
を
潤
ほ
し
て
ゐ
た
湯
気
は
だ
ん
だ

ん
上
か
ら
消
え
て
来
る
。
私
は
そ
の
な
か
か
ら
魚
の
は
ら
乙
と
に
似
た
憂
欝

な
紋
々
が
あ
ら
は
れ
て
来
る
の
を
見
る
。
そ
れ
は
最
初
の
冬
、
や
は
り
か
う

し
て
消
え
て
行
っ
た
水
蒸
気
が
何
時
の
間
に
か
そ
ん
な
紋
々
を
作
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
床
の
間
の
隅
に
は
薄
う
く
撲
を
か
む
っ
た
薬
壕
が
伺
本
も

空
に
な
っ
て
ゐ
る
。
伺
と
い
ふ
倦
怠
、
何
と
い
ふ
因
循
だ
ら
う
。
私
の
病
欝

は
、
恐
ら
く
他
所
の
部
屋
に
は
積
ん
で
ゐ
な
い
冬
の
蝿
を
さ
へ
棲
ま
せ
て
ゐ

る
で
は
な
い
か
。
何
時
に
な
っ
た
ら
一
体
か
う
し
た
こ
と
に
亮
が
つ
く
の
か
。

こ
う
し
た
倦
怠
に
満
ち
た
部
屋
の
描
写
は
、

な
ど
で
も
作
品
の
一
つ
の
素
材
と
な
っ
て
い
た
が
、
乙
の
『
冬
の
蝿
』
の
そ
れ
は
、

『
あ
る
心
の
風
景
』
や
『
冬
の
日
』

倦
怠
や
虚
無
の
極
北
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
る
。
「
何
時
に
な
っ
た
ら
一
体

か
う
し
た
こ
と
に
亮
が
つ
く
の
か
」
と
「
私
」
は
嘆
じ
て
い
る
が
、

「
倦
息
」
は

死
を
迎
え
る
そ
の
時
ま
で
「
私
」
に
課
せ
ら
れ
た
宿
命
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
亮

を
つ
け
る
た
め
に
は
、
死
の
中
に
自
ら
身
を
投
じ
て
い
く
他
に
途
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
倦
患
に
満
ち
た
部
屋
を
抜
け
出
す
と
い
う
乙
と
は
、

も
は
や
単
な
る
現
実
逃
避
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
え
て
身
体
を
破
滅
す
る

「
私
」
に
と
っ
て

乙
と
に
よ
っ
て
、
課
せ
ら
れ
た
宿
命
に
逆
ら
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
自
己
破
壊
的
な
行
為
は
、
抑
圧
さ
れ
た
情
念
の
発
露
と
い
う
か
た
ち
で
、
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「
私
」
に
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
。

か
く
し
て
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
、
さ
ら
に
は
「
私
」
の
意
識
の
深
層
レ

ベ
ル
に
お
い
て
も
、
抑
圧
の
構
造
を
字
ん
だ
第
一
章
は
、
そ
の
抑
圧
か
ら
の
解
放

と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
以
て
第
二
章
へ
と
接
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
二
章
は
、

「
そ
の
日
は
よ
く
晴
れ
た
温
か
い
日
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
一
文

で
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
。

乙
の
一
文
に
す
で
に
、
第
一
章
と
第
二
章
と
の
時
間

構
造
の
違
い
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乙
乙
で
は
、

「
そ
の
日
」
と
い
う

か
た
ち
で
出
来
事
の
起
こ
っ
た
日
の
指
定
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
り
は
、
あ



る
特
定
の
自
民
起
こ
っ
た
一
度
き
り
の
体
験
を
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
第
一

章
の
円
環
的
な
時
間
構
造
が
同
じ
こ
と
の
繰
り
返
し
と
し
て
の
日
常
性
を
表
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
第
二
章
の
単
起
的
な
時
間
構
造
は
実
存
的
な
非
日
常
性
を
表

し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
こ
の
冒
頭
の
一
文
に
続
く
、
「
午
後
私
は
村
の
郵
便
局
へ
手
紙
を
出
し

に
行
っ
た
。
」
と
い
う
文
か
ら
は
、
第
二
章
の
「
私
」
が
閉
塞
的
な
部
屋
か
ら
出

て
い
る
こ
と
|
す
な
わ
ち
、
空
間
的
な
閉
鎖
性
か
ら
突
出
し
て
い
る
こ
と
|

も
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
第
二
章
の
語
り
は
、
そ
の
冒
頭
か
ら
時
間
的
円
環
性
・
空

間
的
閉
鎖
性
と
い
う
第
一
章
の
抑
圧
構
造
を
突
き
崩
す
方
向
を
と
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

時
間
・
空
間
と
併
せ
て
第
一
章
で
分
析
の
拠
点
と
し
た
「
私
」
の
意
識
の
面
に

お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
か
。
事
件
は
、
郵
便
局
か
ら
の

帰
り
、
疲
れ
た
「
私
」
が
「
不
意
に
」
手
を
挙
げ
て
乗
合
自
動
車
に
乗
り
込
ん
で

「
私
」
は
、
自
動
車
の
快
い
振
動
に
身
を

し
ま
う
乙
と
を
契
機
と
し
て
起
こ
る
。

委
ね
て
い
る
う
ち
に
「
意
志
の
中
ぷ
ら
り
」
と
い
う
心
理
状
態
に
陥
り
、
遂
に
は

人
里
離
れ
た
山
中
に
自
ら
を
遺
棄
し
て
し
ま
う
。
以
上
が
、

「
私
」
が
夕
暮
れ
の

山
中
に
至
る
ま
で
の
経
緯
な
の
で
あ
る
が
、
病
身
で
あ
る
彼
を
無
謀
な
行
為
へ
と

駆
り
立
て
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
と
し
て
、
「
意
志
の
中
ぶ
ら
り
」
な
る
心
理
状

態
が
あ
っ
た
と
い
う
点
が
こ
乙
で
は
興
味
深
い
。
「
意
志
」
的
な
心
理
状
態
を
、

精
神
が
張
り
詰
め
た
状
態
と
解
す
る
と
、
太
陽
を
憎
み
精
神
の
透
徹
を
希
求
す
る

第
一
章
で
の
「
私
」
の
内
面
世
界
は
、
ま
さ
に
「
意
志
」
的
で
あ
っ
た
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
自
己
の
情
念
を
観
念
の
中
に
封
殺
す
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
抑
圧
的
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
第
二
章
で
は
、
そ
の
よ
う
な

「
意
志
」
が
「
中
ぷ
ら
り
」
状
態
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
乙
乙
か
ら
も
抑
圧
か
ら

の
解
放
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
二
章
の
書
き
出
し
部
分
に
着
目
し
て
、
こ
の
章
の
時
間
・
空
間
・

「
私
」
の
意
識
の
方
向
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
そ
れ

が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
展
開
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

人
里
離
れ
た
山
中
へ
自
ら
を
遺
棄
し
て
し
ま
っ
た
「
私
」
は
、
夕
暮
れ
の
中
で

庁
み
な
が
ら
自
分
の
部
屋
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
こ
で
夕
制
の
時
分
極
っ
て
発
熱
に

苦
し
む
こ
と
を
想
起
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
逢
着
す
る
。

悪
寒
に
標
へ
な
が
ら
私
の
頭
は
伺
度
も
浴
槽
を
想
像
す
る
。

「
あ
す
こ
へ
漬

っ
た
ら
ど
ん
な
に
気
持
い
い
こ
と
だ
ら
う
」
そ
し
て
私
は
階
段
を
下
り
浴
摺

の
方
へ
歩
い
て
ゆ
く
私
自
身
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
想
像
の
な
か
で
は
私
は

決
し
て
自
分
の
衣
服
を
脱
が
な
い
。
衣
服
ぐ
る
み
そ
の
な
か
へ
は
い
っ
て
し

ま
ふ
の
で
あ
る
。
私
の
身
体
に
は
、
そ
し
て
、
支
へ
が
な
い
。
私
は
ぷ
く
ぷ

-19一

く
と
沈
ん
で
し
ま
ひ
、
浴
槽
の
底
へ
溺
死
体
の
や
う
に
横
は
っ
て
し
ま
ふ
。

い
つ
も
き
ま
っ
て
そ
の
想
像
で
あ
る

「
私
」
の
心
に
ふ
と
浮
か
ん
だ
こ
の
溺
死
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、

進
行
方
向
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
部
屋
の
中
で
悪
寒
に
傑
え
な
が
ら
「
私
」

が
脳
裏
に
描
く
溺
死
体
の
担
像
は
、
直
面
し
て
い
る
苦
痛
か
ら
「
私
」
の
意
識
を

「
私
」
の
意
識
の

遺
志
け
、
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
作
用
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

乙
の
時
の

「
私
」
は
、

「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
苦
痛
か
ら
の
自
己
救
済
を
見
出
し
て
い
る
と

言
え
る
。

「
死
」
は
、
時
間
的
に
は
永
遠
な
い
し
は
無
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
常
的

な
時
間
の
円
環
性
を
超
え
た
次
元
に
あ
る
。
ま
た
、

「
私
」
が
溺
死
体
と
な
っ
て

横
た
わ
る
浴
槽
は
、
第
一
章
で
「
夜
深
く
海
の
香
を
た
て
な
が
ら
、
澄
み
透
っ
た

湯
を
溢
れ
さ
せ
て
ゐ
る
渓
傍
の
浴
槽
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、

「
海
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
海
」
は
、
閉



塞
的
な
山
間
の
温
泉
宿
の
一
部
屋
と
対
比
す
れ
ば
、
究
極
的
な
開
放
空
間
だ
と
言

え
る
し
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
根
源
的
な
故
郷
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

閣
の
中
を
、

こ
れ
か
ら
三
里
の
道
を
歩
い
て
次
の
温
泉
ま
で
行
く
決
意
を
し
た

「
私
」
は
、
意
識
の
深
層
で
は
「
海
」
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は

「
あ
た
り
が
と
っ
ぷ
り
暮
れ
、
私
が
や
っ
と
そ
こ
を
立
上
が
っ
た
と
き
、
私

は
あ
た
り
に
ま
だ
光
が
あ
っ
た
と
き
と
は
異
っ
た
感
情
で
私
自
身
を
麟
装
し
て
ゐ

応
。
」
と
い
う
一
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
麟
装
」
と
い
う
語
が
、
渡
部
氏
の
指

摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
航
海
に
必
要
な
準
備
を
す
る
と
い
う
意
味
の
、

「
海
」
と

関
連
の
深
い
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
さ
ら
に
遡
れ
ば
、

第
一
章
の
「
内
湾
の
や
う
に
賑
や
か
な
渓
の
空
」
と
い
う
表
現
に
、
す
で
に
「
私
」

の
「
海
」
へ
の
憧
れ
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

(
乙
れ
も
ま
た
、
渡
部
氏

は
指
摘
し
て
い
る
。
)
こ
の
よ
う
に
、
第
一
章
に
お
け
る
時
間
的
・
空
間
的
な
抑

圧
か
ら
の
解
放
を
求
め
る
ベ
ク
ト
ル
の
矢
印
は
、
第
二
章
に
お
い
て
「
海
」
|
|

究
極
的
な
解
放
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
「
私
」
が
溺
死
体
と
な
っ
て
横
た
わ
る
場

ー
と
い
う
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ポ
イ
ン
ト
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
方
向

「
意
志
の
中
ぷ
ら
り
」
状
態
に
あ
っ
た
「
私
」

性
が
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
内
面
も
よ
う
や
く
あ
る
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
伺
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
。
乙
れ
は
私
の
心
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
り
、
乙

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

ぃ
。
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
鰐
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
。
歩
け
。
歩
け
。

へ
た
ば
る
ま
で
歩
け
。
」

乙
乙
で
「
私
」
が
感
じ
取
っ
て
い
る
「
決
然
と
し
た
意
志
」
と
は
、
自
ら
の
身
体

を
「
歩
き
殺
し
て
し
ま
へ
。
」
と
い
う
ほ
ど
の
自
己
破
壊
の
意
識
な
の
で
あ
る
が
、

第
一
章
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
太
陽
H
幸
福
か
ら
疎
外
さ
れ
た

「
私
」
の
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
の
反
語
的
な
発
露
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ

れ
は
、
あ
え
て
死
を
志
向
す
る
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
て
お
り
、

「
冬
の
蝿
」
の

「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
と
は
、
そ
の
発
露
の
方
向
性
に
お
い
て
全
く
対
照
的
で

あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
乙
の
『
冬
の
蝿
』
と
い
う
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ

で
あ
る
「
意
志
」
と
い
う
語
に
お
い
て
、

い
る
と
い
う
事
実
も
、
ま
た
看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
冬
の
蝿
」
と
「
私
」
と
が
符
合
し
て

そ
の
こ
と
は
、
第
三
章
と
関
連
さ
せ
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、

「私」

の
「
決
然
と
し
た
意
志
」
の
帰
結
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

私
は
近
く
の
沖
に
ゆ
っ
く
り
明
滅
し
て
ゐ
る
廻
転
燈
台
の
火
を
眺
め
な
が

ら
、
永
い
絵
巻
の
や
う
な
夜
の
終
り
を
感
じ
て
ゐ
た
。
舷
の
触
れ
合
ふ
音
、
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と
も
綱
の
張
る
音
、
睡
た
げ
な
船
の
灯
、
す
べ
て
が
暗
く
静
か
に
そ
し
て
内

輪
で
、
柔
や
か
な
感
傷
を
誘
っ
た
。
伺
処
か
に
捜
し
て
宿
を
と
ら
う
か
、
そ

れ
と
も
今
の
女
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
ゆ
か
う
か
、
そ
れ
は
い
づ
れ
に
し
て
も

私
の
憎
悪
に
充
ち
た
荒
々
し
い
心
は
乙
の
埠
頭
で
尽
き
て
ゐ
た
。
な
が
い
間

私
は
そ
乙
に
立
っ
て
ゐ
た
。
気
疎
い
睡
気
の
や
う
な
も
の
が
私
の
頭
を
誘
ふ

ま
で
静
か
な
海
の
暗
を
見
入
っ
て
ゐ
た
。
ー
ー

自
虐
的
な
酷
寒
の
山
中
初
僅
に
よ
っ
て
、
欝
屈
し
た
生
の
情
念
を
発
散
さ
せ
た

「
私
」
は
、
身
体
の
疲
労
か
ら
く
る
「
睡
気
」
と
精
神
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
と
が
揮

然
と
な
っ
た
状
態
に
あ
る
。

「
私
」
の
行
為
は
、
現
実
的
な
死
こ
そ
も
た
ら
し
は

し
な
か
っ
た
も
の
の
、
半
島
の
南
端
の
港
の
埠
頭
に
庁
ん
で
静
か
な
海
の
暗
に
見

入
っ
て
い
る
「
私
」
の
意
識
状
態
は
、
溺
死
体
と
な
っ
て
海
に
横
た
わ
る
感
覚
と



ほ
ぽ
等
し
い
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
母
体
回

帰
感
覚
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
「
私
」
は
、
疑
似
的
な
「
死
」

を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
レ
ベ
ル
で
の
抑
圧
か
ら
一
時
的
で
は
あ
る
に

せ
よ
解
放
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
倦
怠
に
満
ち
た
日
常
に
自
己
を
縛
り
付
け
た

身
体
、
自
分
を
欺
こ
う
と
し
た
太
陽
や
世
間
的
な
幸
福
、
さ
ら
に
は
、
日
常
を
倦

怠
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
自
己
に
課
し
た
運
命
な
ど
に
向
け
ら
れ
た
「
憎
悪
に
充

ち
た
荒
々
し
い
心
」
も
、
こ
の
探
死
体
験
を
通
じ
て
解
消
し
て
い
る
。

抑
圧
的
な
心
理
状
態
に
あ
る
主
人
公
が
、
伺
ら
か
の
行
為
も
し
く
は
感
覚
現
象

を
経
緯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
と
い
う
こ
う
し
た
一

連
の
図
式
は
、

『
冬
の
蝿
』
に
限
ら
ず
他
の
梶
井
作
品
に
お
い
て
も
モ
チ
ー
フ
と

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
処
女
作
『
樺
標
』
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
梶
井
文

学
の
主
人
公
た
ち
が
獲
得
し
た
精
神
的
な
カ
タ
ル
シ
ス
は
あ
く
ま
で
剃
那
の
も
の

で
あ
り
、
瞬
時
の
精
神
浄
化
を
得
た
後
主
人
公
た
ち
は
再
び
日
常
へ
と
帰
っ
て
行

く
の
で
あ
っ
た
。

『
冬
の
蝿
』
に
お
い
て
も
「
私
」
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
状
態
は
や

は
り
仮
初
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
あ
れ
ほ
ど
意
識
の
深
層
で
希
求
し
て
い
た
開
放
的

な
海
の
眺
め
も
、
僅
か
三
日
で
「
私
」
を
倦
か
せ
て
し
ま
う
。
「
私
」
は
、
「
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
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
乙
と
を
」
知
っ
て
、

「
私
の
心
を
封
じ
る
た

め
に
」
村
へ
帰
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

『
冬
の
蝿
』
を
「
私
」
の
意
識
の
ド
ラ
マ
と
し
て
読
む
と
き
、
抑
圧
・
停
滞
状

態
に
あ
っ
た
第
一
章
の
《
静
》
に
対
し
て
、
そ
れ
が
一
気
に
解
消
へ
と
向
か
う
第

二
章
は
明
ら
か
に
《
動
》
で
あ
り
、
そ
の
起
伏
の
甚
だ
し
き
が
読
者
の
限
を
引
く
。

と
り
わ
け
、
そ
の
《
動
》
の
部
分
が
、
自
己
破
壊
に
よ
る
自
己
救
済
と
い
う
エ
キ

セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、

一
層
印
象
も
強
い
も
の
と
な
る
。
こ
の

作
品
が
第
二
章
を
中
心
に
読
ま
れ
て
き
た
の
も
そ
れ
で
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、

『
冬
の
蝿
』
を
単
に
「
私
」
の
意
識
の
軌
跡
と
い
う
コ

l
ド
の
み
で
読
む
の
で
は

な
く
、
序
の
部
分
で
示
さ
れ
て
い
た
「
私
は
今
、
乙
の
冬
私
の
部
屋
に
棲
ん
で
ゐ

た
彼
等
か
ら
一
篇
の
小
説
を
書
か
う
と
し
て
ゐ
る
。
」
と
い
う
一
文
に
留
意
し
て
、

「
私
」
と
「
冬
の
蝿
」
と
の
関
係
性
の
物
語
と
し
て
読
む
と
き
、
第
三
章
の
有
す

る
意
味
は
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
ほ
ど
軽
い
も
の
で
は
な
く
な
る
。
次
に
、
本
論

で
、
問
題
の
核
心
に
見
定
め
た
、

『
冬
の
蝿
』
第
三
章
の
構
造
的
意
味
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

四

そ
ん
な
或
る
日
の
こ
と
私
は
ふ
と
自
分
の
部
屋
に
一
匹
も
蝿
が
ゐ
な
く
な
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っ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
こ
と
は
私
を
充
分
驚
か
し
た
。
私
は

考
へ
た
。
恐
ら
く
私
の
留
守
中
誰
も
窓
を
明
け
て
日
を
入
れ
ず
火
を
た
い
て

部
屋
を
温
め
な
か
っ
た
聞
に
、
彼
等
は
寒
気
の
た
め
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
は
あ
り
さ
う
な
乙
と
に
思
へ
た
。
彼
等
は
私
の
静

か
な
生
活
の
余
徳
を
自
分
等
の
生
存
の
条
件
と
し
て
生
き
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
私
が
自
分
の
欝
屈
し
た
部
屋
か
ら
逃
げ
だ
し
て
わ
れ
と
わ
が
身
を
責

め
虐
ん
で
ゐ
た
聞
に
、
彼
等
は
ほ
ん
た
う
に
寒
気
と
飢
ゑ
で
死
ん
で
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
の
こ
と
に
し
ば
ら
く
憂
曹
を
感
じ
た
q

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
。

「
心
を
封
じ
る
た
め
に
」
部
屋
へ
戻
っ
て
来
た
「
私
」
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
は
、

以
前
と
変
わ
ら
ぬ
「
倦
怠
」
な
ど
で
は
な
く
、

事
件
で
あ
っ
た
。
乙
の
事
件
を
契
機
に
、

「
冬
の
蝿
」
の
死
と
い
う
一
つ
の

「
私
」
の
《
死
》
に
対
す
る
意
識
は
明

ら
か
に
変
容
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
は
、
た
と
え
ば
、
第
二
章
の
「
溺

死
体
」
の
想
像
な
ど
に
顕
著
な
よ
う
に
、
《
死
》
を
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て

捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
蝿
が
一
匹
も
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
眼
の
当

た
り
に
し
た
今
、

「
私
」
は
《
死
》
を
存
在
レ
ベ
ル
で
感
受
し
て
い
る
の
だ
と
言

「
彼
等
は
ほ
ん
た
う
に
寒
気
と
飢
ゑ
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
「
私
」

の
驚
き
に
は
、
蝿
の
存
在
の
欠
落
が
影
を
落
と
し
て
い
る
。

え
る
。そ

し
て
、
そ
の
「
冬
の
蝿
」
の
「
ほ
ん
た
う
の
」
死
を
招
来
し
た
の
が
、

志
の
中
ぶ
ら
り
」
状
態
を
契
機
と
し
た
「
私
」
の
自
己
破
壊
的
行
為
と
い
う
、
蝿 「意

の
全
く
与
か
り
知
ら
ぬ
「
き
ま
ぐ
れ
な
」
出
来
事
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、

「
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
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
、

「
私
」
は
、
自
分
の
生
死
の
問
題
を
も
包

括
し
て
し
ま
う
よ
う
な
巨
大
な
存
在
を
認
知
し
て
い
る
。
乙
の
《
巨
大
な
存
在
》

と
は
、
飛
高
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
《
運
命
》
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
が
、

「
私
は
其
奴
の
幅
広
い
背
を
見
た
や
う
に
思
っ
た
。
」
と

表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
《
運
命
》
と
い
う
本
来
観
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、

あ
た
か
も
一
つ
の
他
者
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

乙
乙
で
重
要
な
の
は
、

「
冬
の
蝿
」
と
い
う
存
在
と
自
己
存
在
と
の
関
係
を
媒
介

に
し
て
、
自
己
と
《
運
命
》
と
の
関
係
を
存
在
対
存
在
の
関
係
と
し
て
認
識
し
て

一
つ
の
小
さ
な
存
在
の
欠
落
が
、
日
常
レ
ベ
ル
で
は
気
付
く

つ
ま
り
、

「
私
」
は
、

い
る
わ
け
で
あ
る
。

乙
と
の
な
い
巨
大
な
存
在
を
感
知
せ
し
め
る
と
い
う
認
識
の
ド
ラ
マ
を
、
乙
の
第

一
章
は
字
ん
で
い
る
の
だ
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
《
運
命
》
認
識
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
視
点
か
ら
の

自
己
相
対
化
認
識
へ
と
展
開
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
巨
大
な
《
運
命
》
を
存
在
と

し
て
認
識
し
た
「
私
」
は
、
「
自
尊
心
」
を
傷
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
が
、

「
其
奴
」
の
眼
か
ら
見
れ
ば
自
分
の
存
在
も
、
自
分
の
眼
に
映
っ
て
い
た
「
冬
の

蝿
」
同
様
、
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
類
の
空
想
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
作
品
の
冒
頭
部

「
冬
の
蝿
と
は
何
か
?
」
と
い
う
発
問
の
含
意
も
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ

て
く
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
潰
川
氏
の
解
釈
が
あ
る
。

分
の
、

《
冬
の
蝿
こ
そ
諮
問
の
温
泉
場
で
日
光
浴
に
日
を
送
っ
て
病
を
養
っ
て
い
る

作
者
の
自
画
像
に
外
な
ら
な
い
。

「
其
奴
」
の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
死
の
迫
る

病
身
を
峠
か
ら
三
里
も
夜
道
を
歩
か
せ
る
「
私
」
の
衝
動
的
な
行
動
も
「
伺
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と
い
ふ
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
と
映
じ
た
に
相
違
な
い
。
》

私
の
述
べ
た
い
乙
と
を
、
こ
の
潰
川
氏
の
見
解
が
要
約
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い

い
の
だ
が
、
以
下
、
補
足
の
か
た
ち
で
、
『
冬
の
蝿
』
第
三
章
の
構
造
的
意
味
に

つ
い
て
の
私
見
を
披
涯
し
た
い
。

「
冬
の
蝿
」
は
、
最
初
か
ら
「
私
」
の
自
画
像
が
投
影
さ
れ
る
対
象
と
し
て
|

ー
つ
ま
り
「
私
」
の
戯
画
と
し
て
|
|
描
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第

一
章
で
は
む
し
ろ
、
「
冬
の
蝿
」
の
「
生
き
ん
と
す
る
意
志
」
に
対
し
て
「
私
」

の
「
倦
怠
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
そ
の
対
照
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
第
二
章
で

「
私
」
の
「
倦
怠
」
は
「
死
な
ん
と
す
る
意
志
」
と
で
も
言
う
べ
き
自
己
破

壊
的
な
衝
動
(
「
決
然
と
し
た
意
志
」
)
へ
と
姿
を
変
え
、
「
私
」
の
志
向
す
る

ベ
ク
ト
ル
は
、
「
冬
の
蝿
」
が
安
住
し
て
い
る
円
環
的
な
日
常
の
時
空
聞
を
離
脱

し
た
、
実
存
的
な
非
日
常
の
時
空
聞
を
指
し
示
し
た
。
乙
乙
に
お
い
て
「
私
」
と

は



「
冬
の
蝿
」
と
の
対
照
性
は
極
ま
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
太
陽
H
幸
福

を
憎
悪
し
、
自
己
の
身
体
を
限
り
無
く
死
に
接
近
さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
逆
説

的
な
か
た
ち
で
魂
の
充
足
を
得
た
「
私
」
の
行
為
が
、
極
限
状
態
に
追
い
込
ま
れ

た
者
の
実
存
的
な
行
為
と
し
て
、
読
者
の
関
心
を
集
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

第
三
章
に
お
い
て
「
私
」
が
「
き
ま
ぐ
れ
な
条
件
」
を
発
見
す
る
に
及
ん
で
、

「
私
」
と
「
冬
の
蝿
」
と
の
対
照
性
は
解
体
し
、
さ
ら
に
は
「
私
」
の
行
為
の
実

存
的
な
意
味
そ
の
も
の
ま
で
が
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
巨
大

な
存
在
か
ら
見
れ
ば
、
閉
塞
的
な
部
屋
を
飛
び
出
し
、
閣
の
山
中
を
訪
僅
し
た
あ

げ
く
開
放
的
な
海
に
逢
着
し
、
そ
し
て
再
び
閉
塞
的
な
部
屋
へ
戻
っ
て
来
た
「
私
」

の
一
連
の
行
動
も
、
そ
の
円
環
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
牛
乳
埋
の
な
か
で
登
つ

た
り
落
ち
た
り
を
繰
り
返
す
蝿
の
行
為
と
重
な
り
得
る
も
の
と
し
て
映
る
か
ら
で

あ
る
。私

が
作
品
分
析
を
通
じ
て
指
摘
し
て
き
た
、

式
や
、
第
一
章
と
第
二
章
と
の
時
間
的
・
空
間
的
な
構
造
の
差
異
性
を
、
こ
の
第

三
章
は
包
括
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
に
作
品
を
結
ぷ
と
い
う
だ

け
の
意
味
で
は
な
く
、
作
者
・
梶
井
が
こ
の
当
時
抱
い
て
い
た
、
自
己
の
宿
命
に

「
冬
の
蝿
」
と
「
私
」
の
対
立
図

対
す
る
認
識
の
提
示
部
と
し
て
の
機
能
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

人
公
は
、
日
常
的
な
時
間
の
円
環
性
に
倦
怠
を
覚
え
、
あ
え
て
絶
望
的
な
衝
動
に

身
を
任
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瞬
時
の
生
の
燃
焼
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

う
し
た
一
連
の
行
為
全
体
を
よ
り
大
き
な
円
環
と
し
て
附
敵
で
き
る
視
点
が
存
在

す
る
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
は
、
束
の
間
の
命
の
き
ら
め
き
の
中
に
暗
黒
の
絶
望

『
冬
の
蝿
』
の
主

「
課
せ
ら
れ
て
ゐ

を
同
時
に
直
間
見
る
と
い
う
錯
綜
し
た
感
覚
的
体
験
を
経
て
、

る
の
は
永
遠
の
退
屈
だ
。
」
と
い
う
宿
命
観
に
到
達
し
た
『
寛
の
話
』
の
延
長
線

上
に
位
置
す
る
も
の
だ
と
、
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
退
屈
な
の
は
日
常
ば
か
り
で

は
な
く
、
そ
の
日
常
か
ら
離
脱
し
て
瞬
時
の
生
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
る
と
い
う
一

連
の
意
識
の
流
れ
、
換
言
す
れ
ば
人
間
の
生
の
営
み
そ
の
も
の
が
、
大
き
な
円
環

に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
認
識

l

乙
の
出
口
の
な
い
認
識
に
逢
着
し
た

ル』与。、

『
寛
の
話
』
で
は
や
や
唐
突
に
響
い
た
「
永
遠
の
退
屈
」
と
い
う
表
現
も
、

初
め
て
実
感
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
も
理
解
で
き
る
も
の
と
な
る
。
そ

の
意
味
か
ら
も
、

『
冬
の
蝿
』
第
三
章
の
意
味
を
軽
視
す
る
読
み
は
、
乙
の
作
品

の
認
識
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
側
面
を
見
落
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
、

る
崖
上
の
感
情
』
の
終
結
部
と
も
呼
応
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
『
あ
る
崖
上

『
冬
の
蝿
』
の
第
三
章
は
、

乙
の
作
品
の
次
作
に
当
た
る
『
あ

の
感
情
』
に
は
、
生
島
と
石
田
と
い
う
こ
人
の
人
物
が
登
場
す
る
の
だ
が
、
生
島

の
「
人
の
ベ
ッ
ド
シ
1
ン
が
見
た
い
」
と
い
う
欲
望
(
さ
ら
に
は
、
自
分
の
ベ
ッ

ド
シ

l
ン
を
崖
上
の
路
に
晒
し
て
そ
乙
に
立
つ
人
影
|
|
自
分
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
ー
ー
に
見
つ
め
ら
れ
た
い
と
い
う
屈
折
し
た
欲
望
)
に
無
意
識
裡
に
促
さ
れ
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る
よ
う
に
、
石
田
は
町
を
見
渡
す
乙
と
の
で
き
る
崖
上
に
足
を
運
ぶ
。
作
品
の
最

終
草
に
お
い
て
、
石
田
は
、
崖
上
か
ら
夜
の
町
並
み
を
臨
下
し
て
い
る
う
ち
に
、

あ
る
窓
の
中
に
男
女
(
生
島
と
そ
の
下
宿
の
寡
婦
)
の
情
事
の
場
面
を
見
出
し
て

心
を
動
揺
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
の
窓
か
ら
限
を
逸
ら
し
、
ふ
と
あ
る
病
院
の
窓

に
眼
を
遣
っ
た
石
田
は
、

一
人
の
人
聞
の
臨
終
の
場
面
に
逢
着
し
、
次
の
よ
う
な

感
慨
を
抱
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
人
間
の
さ
う
し
た
喜
び
ゃ
悲
し
み
を
絶
し
た
あ
る
厳
粛
な
感
情
で

あ
っ
た
。
彼
が
感
じ
る
だ
ら
う
と
思
っ
て
ゐ
た
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
ふ

や
う
な
気
持
を
超
し
た
、
あ
る
意
力
の
あ
る
無
常
感
で
あ
っ
た
。
彼
は
古
代

の
希
臨
の
風
習
を
心
の
な
か
に
思
ひ
出
し
て
ゐ
た
。
死
者
を
納
れ
る
石
棺
の



お
も
て
へ
、
淫
ら
な
戯
れ
を
し
て
ゐ
る
人
の
姿
や
、
牝
羊
と
交
合
し
て
ゐ
る

牧
羊
神
を
彫
り
つ
け
た
り
し
た
希
蹴
人
の
風
習
を
。
|
|
そ
し
て
思
っ
た
。

「
彼
等
は
知
ら
な
い
。
病
院
の
窓
の
人
び
と
は
、
崖
下
の
窓
を
。
崖
下
の
窓

の
人
び
と
は
、
病
院
の
窓
を
。
そ
し
て
崖
の
上
に
こ
ん
な
感
情
の
あ
る
こ
と

を
ー
l
」

崖
上
に
立
っ
て
、
人
々
の
性
(
す
な
わ
ち
生
)
を
も
死
を
も
包
括
的
に
眼
下
し
て

『
冬
の
蝿
』
第
三
章
で
示
苫
れ
た
運
命
存
在
の
視
点
と
同

い
る
石
田
の
視
点
は
、

位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

『
冬
の
蝿
』
で
運
命
存
在
に
見
下
ろ
さ
れ
る
「
私
」

を
描
い
た
梶
井
は
、

『
あ
る
崖
上
の
感
情
』
に
お
い
て
、
そ
の
運
命
存
在
と
同
化

し
そ
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
生
と
死
と
を
包
括
し
て
は
る

か
に
見
下
ろ
し
、

「
あ
る
意
力
の
あ
る
無
常
感
」
と
い
う
心
境
に
到
達
し
て
い
る

石
田
を
描
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
生
と
死
と
を
包
括
す
る
よ
う
な
運
命
存
在
に
自
己
同
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
な
諦
念
に
も
似
た
清
澄
な
心
境
に
到
達
し
よ
う
と

す
る
梶
井
の
文
学
意
識
は
、
「
冬
の
蝿
』
か
ら
二
年
余
り
の
時
を
経
て
「
閣
の
絵

巻
」
と
し
て
結
晶
す
る
。
乙
の
作
品
に
つ
い
て
も
う
詳
述
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
が
、

《
闇
》
が
生
と
死
と
を
包
括
す
る
カ
オ
ス
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
《
闇
》
と
一
体

化
す
る
安
堵
感
が
こ
の
作
品
で
は
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

梶
井
文
学
に
お
け
る
《
闇
》
の
モ
チ
ー
フ
が
、
《
死
》
の
意
識
に
基
づ
く
絶
望
・

虚
無
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
す
べ
て
を
包
み
込
む
よ
う
な
豊
鏡
な
カ
オ
ス
へ
と
変

容
し
て
い
く
、
そ
の
萌
芽
の
ひ
と
つ
を
『
冬
の
蝿
』
の
第
三
章
に
見
出
す
乙
と
が

で
き
る
よ
う
に
私
は
思
う
。

以
上
の
乙
と
か
ら
、

ー『

冬
の
蝿
'-

第

章
の
意
味
を
軽
視
す
る
街E
み
l乙
は

こ

の
作
品
の
認
識
の
ド
ラ
マ
と
し
て
の
側
面
を
見
落
と
す
と
い
っ
た
弊
が
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
さ
ら
に
、
乙
の
作
品
の
梶
井
文
学
全
体
の
中
に
お
け
る
位
置
の
測
定

を
も
不
明
瞭
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
改
め
て
強
調
し

た
い
の
で
あ
る
。rl  

羊占a-n 
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1
 

(
 

渡
部
芳
紀
「
『
冬
の
蝿
』
論
」

(
『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
回
・

五
十
七
・
四
)

(2) 

-24-

相
馬
康
夫
「
主
題
の
把
握
|
冬
の
蝿
・
梶
井
基
次
郎
」

学
』
昭
・
四
十
三
・
七
)

(
『
国
文

(3) 

飛
高
隆
夫
「
梶
井
基
次
郎
ノ

l
ト
|
|
『
冬
の
蝿
』
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」

(
『
大
妻
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
昭
・
四
十
八
・
三
)

漬
川
勝
彦
編
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑪
梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
』

(
角
川
書
届
・
阻
・
五
十
七
・
二

こ
の
「
単
起
的
」
と
言
う
耳
慣
れ
な
い
語
は
、
ジ
エ
ラ
l
ル
・
ジ
ユ
ネ
ツ

(4) (5) 

ト
の
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
方
法
論
の
試
み
』

(
花
輪
光
+
和
泉

涼
一
訳
・
書
庫

風
の
蓄
積
・
昭
・
六
十
・
九
)
の
中
で
使
用
さ
れ
て

い
る
、
物
語
言
説
と
物
語
世
界
と
の
顔
度
の
諸
関
係
を
表
す
術
語
の
う

ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ッ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
物
語
言
説
に
属
す
る

語
る
言
表
と
物
語
内
容
に
属
す
る
語
ら
れ
た
出
来
事
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ

反
復
の
能
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
「
反
復
」
能
力
の
聞
に
、



次
の
よ
う
な
諸
関
係
の
体
系
が
確
立
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

①
一
度
生
起
し
た
こ
と
を
一
度
だ
け
物
語
る
場
合

(
I
R
/
I
H
)

こ
れ
を
単
起
的
物
語
言
説
と
呼
ぶ
。

@
n度
生
起
し
た
こ
と
を

n
度
物
語
る
場
合

(
n
R
/
n
H
)

こ
れ
は
、
物
語
言
説
と
物
語
内
容
の
数
が
等
し
い
の
で
、
単
起
法

に
還
元
し
う
る
。

① 
乙ー
れ度
を生
反起
復 し
的た
物乙
語 と
言を
説 n

品喜
ぶ語
。る

場
A 
口

n 
R 
/ 

H 

④

n
度
生
起
し
た
こ
と
を
た
だ
一
度
だ
け
物
語
る
場
合

(
l
R
/
n

H 、.〆こ
れ
は
、
た
だ
一
度
の
語
り
の
発
信
行
為
が
、
数
度
に
わ
た
っ
て

生
起
し
た
同
一
の
出
来
事
を
一
括
し
て
引
き
受
け
る
も
の
で
、
括

復
的
物
語
言
説
と
定
義
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
自
に
起
こ
っ
た
一
度
き
り
の
出
来
事
を
た
だ
一

度
だ
け
物
語
る
第
二
章
の
物
語
の
時
間
構
造
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
単

起
的
だ
と
言
え
、
ま
た
、
幾
度
も
繰
り
返
し
生
起
し
た
日
常
的
な
出
来

事
を
た
だ
一
度
だ
け
物
語
っ
て
い
た
第
一
章
の
時
間
構
造
は
、
括
復
的

だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

(6) 

昭
和
三
年
五
月
稿
・

『
文
芸
都
市
』
同
年
七
月
号

(7) 

田
和
五
年
八
月
稿

『
詩
・
現
実
』
同
年
九
月
号

附
記

梶
井
基
次
郎
の
作
品
等
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
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
。
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