
要
約
か
ら
感
想
文
へ
の
指
導

-
　
小
　
説
　
教
　
材
　
の
　
場
　
合

(
I
)
　
は
じ
め
に

た
だ
洪
然
と
小
説
を
読
み
す
ご
し
て
、
あ
い
ま
い
な
印
象
と
誤
っ
た
、
或
い

は
判
然
と
し
な
い
読
後
感
を
な
ん
と
か
し
て
排
臨
し
た
い
と
考
え
て
'
次
の
方

法
を
採
っ
て
み
た
。

川
　
あ
ら
す
じ
の
正
確
な
把
捉
再
文
章
化
す
る
)

t
功
　
主
題
の
把
捉

糊
　
感
想
文
を
召
く

す
な
わ
ち
'
全
体
の
小
説
の
ス
-
-
リ
ー
の
展
開
を
正
確
に
つ
か
み
そ
れ
を

<
指
　
　
導
　
　
案
∨

橋

　

本

　

泰

　

　

忠

文
節
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
の
措
梅
的
な
読
み
方
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と

と
も
に
、
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
ま
ず
持
た
せ
、
主
題
を
想
定
し
'
正
し
い
感
想
(
少

な
く
と
も
あ
ら
す
じ
の
誤
解
や
'
内
容
の
不
理
解
に
よ
る
感
想
で
な
い
も
の
)

を
持
た
せ
て
'
文
茄
化
さ
せ
る
方
法
を
採
っ
た
。
合
わ
せ
て
へ
感
想
文
の
書
き

心
　
　
　
　
　
　
へ
小
　
　
　
　
　
、
-
:
;
-
v
り
の
・
い
　
　
　
　
こ
し
*
-

(
二
)
　
「
城
の
崎
に
て
」
の
指
導
案
と
そ
の
結
果

O
使
用
教
科
書
　
旺
文
社
新
編
現
代
国
語
2

対
象
へ
東
現
高
校
'
二
年
七
組
4
5
名
(
男
2
4
女
2
1
)

<
結
　
　
　
　
果
∨
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川
　
全
体
を
五
段
落
に
分
け
る
こ
と
を
指
示
し
'
黙
読
を
し
な
が

ら
、
各
段
落
毎
に
、
あ
ら
す
じ
を
'
簡
単
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
る

こ
と
を
課
す
。
分
量
は
大
体
2
-
0
字
以
内
に
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
1
段
落
c
g
^
.
行
I
p
間
4
行

第
二
段
落
p
m
5
行
～
p
榊
8
行

第
三
段
落
P
-
,
g
o
>
行
～
p
間
4
行

第
四
段
落
C
U
-
I
O
行
～
p
M
1
1
行

第
五
段
落
p
m
1
2
行
～
p
間
1
3
行

川
段
落
に
分
け
る
場
合
は
'
全
体
の
構
成
に
基
づ
い
て
'
で
き
る
だ
け

ま
と
め
や
す
い
様
に
「
～
の
場
面
」
と
小
見
出
し
が
つ
け
れ
る
程
度
に
区

切
っ
た
。

エ
・
c
i
v
"
-
r
f
'
"
'
=
*
'
'
・
.
-
・
'
・
'
:
'
:
:
'
-
'
:
-
^
'
:
:
1
p
t
リ
　
　
　
、

れ
に
沿
っ
て
、
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
さ
せ
た
。
あ
ら
す
じ
を
読
ん
で
、
全

体
の
流
れ
が
、
ま
だ
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
に
も
分
る
様
に

普
-
様
に
と
の
指
示
も
し
た
。
さ
ら
に
「
城
の
崎
に
て
」
の
場
合
は
、
短

編
小
説
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
も
う
1
度
全
体
を
圧
縮
し
て
ま
と
め
さ
せ

る
様
に
し
た
。



脚
　
意
味
不
明
の
語
は
少
な
い
の
で
'
次
の
語
句
を
析
召
し
そ
の
烹

味
を
説
明
す
る
。

川
　
山
狭
t
B
:
　
羽
目
、
;
　
虎
斑
、
E
　
動
騒
、
㈹
　
拘
泥
す
る
。

糊
　
(
大
部
分
の
生
徒
が
'
川
の
作
業
を
終
え
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
)

※
第
1
段
落
に
つ
い
て

(---)の(ロi)ォ)什J

指
名
読
み
　
1
名

あ
ら
す
じ
を
発
表
(
w
-
c
o
名
)

内
容
の
精
読
。

小
見
出
し
を
つ
け
る
。

あ
ら
す
じ
で
押
え
る
べ
き
点
を
確
認
し
て
、
各
自
誤
り
が
あ

れ
ば
朱
讃
し
て
訂
正
を
行
う
こ
と
。

川
　
筋
二
段
落
に
つ
い
て

の
　
指
名
読
み
　
1
名

帥
　
あ
ら
す
じ
を
発
表
(
2
名
)

;
　
内
容
の
精
読

糾
名
文
と
指
摘
さ
れ
た
筒
所
(
谷
崎
潤
1
部
に
よ
る
)
の
発

見
。

脚
「
箔
の
犯
罪
」
の
紹
介

H
「
ほ
か
の
は
ち
が
み
ん
な
巣
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
～
い
か
に

も
静
か
だ
っ
た
」
の
「
静
か
だ
」
　
と
は
ど
う
い
う
こ
と
が

「
静
か
だ
」
な
の
か
。

仙
「
そ
の
前
か
ら
か
か
っ
て
い
る
長
編
の
主
人
公
の
考
え
」
と

帥
あ
ら
す
じ
の
発
表
に
つ
い
て
は
'
学
力
が
中
程
度
以
下
の
も
の
を
主

に
指
名
し
た
。
以
下
'
あ
る
生
徒
と
い
う
の
は
、
そ
の
中
の
生
徒
の
1
人

で
あ
る
3

問
題
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
'
三
'
四
段
落
あ
た
り
で
'
ま
と
め
方
が

だ
ん
だ
ん
怪
し
-
な
っ
て
き
た
。

糊
の
㈱
　
第
1
段
落
の
あ
ら
す
じ

或
る
生
徒
の
例

A
山
の
手
線
の
電
車
に
は
ね
と
は
さ
れ
て
、
け
が
を
し
た
作
者
は
'
後
菟

生
に
城
の
崎
温
泉
へ
き
た
ひ
　
1
歩
ま
ち
が
う
と
今
ご
ろ
は
死
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
と
生
き
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
は
ず
な
の
に
、
妙
に
死
に
対
す
る
親
し
み
が
起
っ
て
き
た
。
Ⅴ

糊
の
3
:
.
小
見
出
し
は
A
城
の
崎
温
泉
へ
行
-
ま
で
の
経
過
と
死
へ
の

親
し
み
V
と
つ
け
た
。

脚
の
榊
へ
あ
ら
す
じ
の
訂
正
は
全
体
を
通
し
て
行
う
こ
と
に
し
、
各
段

落
の
内
容
の
精
査
を
終
え
た
段
階
で
行
う
こ
と
の
指
示
を
す
る
。

川
の
5
:
、
第
二
段
落
の
あ
ら
す
じ

或
る
生
徒
の
例

A
読
み
書
き
に
疲
れ
る
と
'
玄
間
の
堤
根
へ
出
入
り
す
る
は
ち
の
動
き
を

な
が
め
て
い
た
。
あ
る
朝
、
一
匹
の
は
ち
の
死
骸
を
見
た
が
'
い
か
に
も

寂
し
く
又
静
か
な
感
じ
が
し
て
'
死
の
静
か
さ
に
親
し
み
を
覚
え
た
。
Ⅴ

川
の
的
、
小
見
出
し
は
、
A
は
ち
の
死
を
通
し
て
、
死
へ
の
静
寂
へ
の

親
し
み
V
と
つ
け
た
。
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は
'
ど
ん
な
内
容
に
な
る
か
。

肖
小
見
出
し
を
つ
け
る
。

解
三
段
落
に
つ
い
て

の
指
名
読
み
(
1
名
)

榊
あ
ら
す
じ
発
表
(
三
名
)

;
内
容
の
精
読

糾
　
指
示
語
の
内
容
の
正
確
な
把
捉

割
れ
が
0
-
の
1
4
行
)

利
引
言
わ
れ
て
も
(
c
u
-
i
行
)

.
封
叫
は
、
都
城
が
(
p
M
の
1
7
行
)

刑
期
が
ほ
ん
と
う
で
(
p
間
の
2
行
)

州
　
「
あ
る
が
ま
ま
」
で
「
気
分
で
願
う
と
こ
ろ
」
の
「
で
」

の
働
き
。

H
 
b
の
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
本
能
、
「
気
分
で
願
う
と
こ
ろ
」

を
知
性
に
(
ほ
ぼ
'
相
当
す
る
と
の
説
明
。
)

⇔
小
見
出
し
を
つ
け
る
。

第
四
段
落
に
つ
い
て
。

の
指
名
読
み

的
あ
ら
す
じ
を
発
表
(
二
名
)

の
内
容
の
精
読

t
 
r
生
き
も
の
の
寂
し
さ
」
と
は
何
か
。

川
「
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、

糊
　
第
三
段
落
の
あ
ら
す
じ

或
る
生
徒
の
例

A
あ
る
午
前
、
首
に
竹
ぐ
L
を
さ
さ
れ
た
ね
ず
み
を
'
川
へ
投
げ
込
み
、
人

々
が
石
を
投
げ
て
殺
そ
う
と
し
て
い
た
の
を
見
た
。
ね
ず
み
は
死
ぬ
に
き

ま
っ
た
運
命
を
担
い
な
が
ら
'
全
力
を
尽
し
て
逃
げ
回
り
'
助
か
ろ
う
と

し
て
い
る
。
そ
の
様
子
が
妙
に
頭
に
残
り
い
や
な
気
持
ち
が
す
る
が
、
自

分
も
事
故
の
時
も
'
ね
ず
み
と
同
じ
こ
と
を
し
た
こ
と
を
想
い
出
L
t
仕

方
が
な
い
と
思
っ
た
。
Ⅴ

糊
の
0
　
小
見
出
し
は
t
 
A
ね
ず
み
の
死
に
至
る
ま
で
の
動
転
を
み
て

死
へ
の
親
し
み
が
う
す
ら
ぐ
こ
と
Ⅴ

脚
　
第
四
段
落
の
あ
ら
す
じ

或
る
生
徒
の
例
。

A
あ
る
夕
方
へ
散
歩
へ
出
る
と
'
あ
た
り
の
静
か
さ
が
妙
に
私
を
そ
わ
そ

わ
と
さ
せ
た
。
川
岸
に
、
い
も
り
が
い
た
の
で
、
驚
か
す
つ
も
り
で
石
を

投
げ
る
と
、
偶
然
に
も
い
も
り
に
当
り
へ
　
い
も
り
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

全
く
の
不
意
の
死
で
あ
っ
た
。
n
分
は
生
き
物
の
死
は
偶
然
に
よ
っ
て
大

き
く
左
右
さ
れ
る
と
い
う
感
じ
を
放
く
も
ち
、
生
き
も
の
の
さ
び
し
さ
を

感
じ
へ
生
き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
そ
れ
ほ
ど
差

が
な
い
様
に
感
じ
た
。
Ⅴ

仰
の
的
　
小
見
出
し
は
「
い
も
り
の
不
意
の
死
を
通
し
て
の
死
へ
の
恐
れ
」

と
つ
け
た
。

川
　
筋
五
段
落
の
あ
ら
す
じ

或
る
生
徒
の
例
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そ
れ
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
e

H
j
j
坤
-
>
-
^
い
∵
¥
蝣
'
.
-
・
'
蝣
サ
'
う
'
.
.
.
-
:
蝣
蝣
・
蝣
>
>
i
自
-
'
蝣
.
"
-
I
.
"
'
.
二
i
-
r

・
た
。
」
の
部
分
の
指
示
語
の
内
容
は
な
に
か
。

j
I
小
見
出
し
を
つ
け
る
。

間
"
九
・
"
・
'
;
:
・
'
-
-
i
I
つ
い
V
-
"
'

川
'
第
1
段
落
と
第
五
段
落
の
照
応
を
調
べ
へ
短
編
小
説
の
終

り
方
の
特
長
の
説
明
を
行
う
。

川
　
5
-
0
字
の
原
稿
用
紙
を
作
成
へ
配
布
し
て
次
の
≡
点
を
順
に
吉
-

こ
と
を
指
示
し
、
残
り
の
時
間
内
(
約
3
0
分
)
で
作
成
し
'
回
収

す
る
こ
と
を
指
示
。

・
川
　
全
体
の
あ
ら
す
じ
を
t
-
o
字
程
度
に
、
圧
縮
し
て
'
ま
と
め
る

こ
と
O

は
　
主
題
に
つ
い
て
層
く
こ
と

川
　
感
想
を
残
り
の
部
分
で
ま
と
め
る
こ
と
。
ど
う
し
て
も
足
り

な
い
人
は
、
後
1
枚
の
原
稿
を
使
う
こ
と
。

但
し
'
㈱
主
題
へ
　
川
感
想
は
、
区
別
し
な
い
で
、
ま
と
め
て
書
い

て
も
良
い
と
の
指
示
も
し
た
。

mEJ
作
者
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
こ
の
四
時
限
日
に
簡
単
に
ふ
れ
る
に

と
ど
め
た
。

A
三
週
間
い
て
去
っ
た
3
そ
れ
か
ら
三
年
に
な
る
が
脊
推
カ
リ
エ
ス
に
な

る
だ
け
は
助
っ
た
。
V

脚
　
あ
ら
す
じ
へ
主
旗
・
感
想
を
ま
と
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
狙
い
O

的
、
主
塔
ら
し
き
も
の
、
感
想
め
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
で
き
る
だ

け
触
れ
な
い
様
に
し
た
。
あ
ら
す
じ
を
正
確
に
把
捉
す
る
こ
と
で
、
主
題

が
白
か
ら
浮
び
上
っ
て
く
る
と
の
想
定
を
碇
め
た
い
気
持
ち
か
ら
で
あ
っ

た
。
殊
に
「
城
の
崎
に
て
」
の
場
合
は
'
作
者
が
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
の

で
理
解
し
や
す
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

又
'
時
間
が
3
0
分
程
度
人
正
確
に
は
2
7
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
)
で

提
出
さ
せ
た
。
そ
の
狙
い
は
'
い
ろ
ん
な
書
物
を
見
て
、
利
い
た
風
な
感

想
を
古
く
の
で
は
な
-
、
で
き
る
だ
け
、
生
の
'
素
直
な
感
想
を
聞
き
た

い
た
め
で
あ
っ
た
O
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(
≡
)
結
果
と
そ
の
反
省

全
員
投
出
さ
せ
て
検
討
し
た
結
果
へ
次
の
様
に
な
っ
た
。

川
1
応
全
員
指
示
通
り
、
㈹
あ
ら
す
じ
1
-
0
字
前
後
へ
㈱
主
題
、
;
感
想
の

順
に
容
い
て
あ
っ
た
。

榊
分
量
に
つ
い
て
は
、
1
番
少
な
い
も
の
で
'
3
-
0
字
前
後
で
、
川
字
以
内

の
も
の
が
三
名
程
度
で
あ
り
、
残
り
は
原
稿
用
紙
C
I
字
)
二
枚
程
度
の
も
の

の
二
名
を
除
く
と
、
は
ぼ
1
枚
の
原
稿
を
使
い
切
っ
て
い
た
o

t
剖
主
題
の
と
り
方
に
つ
い
て
は
'
作
者
が
総
点
を
絞
っ
て
苗
い
て
い
る
の

で
分
り
や
す
い
と
み
え
て
一
名
を
除
い
て
ほ
ぼ
全
員
が
適
当
と
認
め
ら
れ
た
。

川
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
は
、
は
ぼ
適
当
と
認
め
ら
れ
る
。

糊
感
想
の
部
分
に
つ
い
て
は
'
あ
ら
す
じ
の
誤
解
か
ら
生
ま
れ
た
も
の

は
、
一
人
も
見
当
ら
な
か
っ
た
。
が
'
総
じ
て
あ
ま
り
大
差
の
な
い
感
想
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
内
容
を
二
つ
の
型
に
分
け
る
と
作
者
の
心
境
に
共
感
を

示
す
も
の
と
、
共
感
よ
り
は
む
し
ろ
反
損
を
覚
え
る
も
の
と
に
分
れ
た
.
そ
れ

は
そ
れ
で
結
構
だ
と
思
う
。

㈲
反
省
点
と
し
て
'
ま
ず
あ
ら
す
じ
の
正
確
さ
を
確
か
め
る
方
法
が
ま
ず

か
っ
た
。
口
頭
発
表
で
1
応
の
把
握
は
で
き
た
が
、
ノ
ー
ト
に
書
か
せ
る
の
で

な
く
'
用
意
し
た
原
稿
用
紙
に
霞
か
せ
て
提
出
さ
せ
る
方
が
t
c
.
(
体
的
に
個
々

の
生
徒
の
つ
ま
ず
き
を
正
確
に
把
捉
で
き
る
様
に
思
え
た
U
次
回
の
小
説
華
北

「
山
月
記
」
で
は
'
そ
の
反
省
に
基
づ
き
'
原
稿
用
紙
v
u
-
1
字
)
に
あ
ら
す
じ

を
宙
か
せ
て
提
出
さ
せ
る
方
法
を
と
っ
た
。

間
こ
の
方
法
に
よ
る
雷
き
方
に
つ
い
て
'
次
の
記
号
を
用
い
て
、
捉
出
さ

せ
た
原
稿
用
紙
に
記
入
さ
せ
て
集
計
し
た
結
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

細
　
大
変
古
き
や
す
い

㈲
　
思
っ
た
よ
り
書
き
や
す
い

㈲
　
ふ
だ
ん
と
変
ら
な
い

御
　
大
変
容
き
に
く
い

8
名

1
4
名

1
6
名

7
名

た
だ
へ
㈱
と
記
入
さ
れ
て
い
る
感
想
文
の
出
来
が
よ
い
と
は
限
ら
ず
'
㈲
㈲
の

中
に
秀
れ
た
感
想
文
も
あ
る
。

作
　
　
品
　
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ォ
・
H
(
刀
)

<
電
車
に
は
ね
ら
れ
け
が
を
し
、
そ
の
綾
避
生
に
城
の
崎
氾
泉
を
訪
れ
た
作

者
は
'
親
し
み
を
さ
へ
感
じ
て
い
た
死
に
対
し
、
ほ
ち
、
ね
ず
み
'
そ
し
て
イ

モ
リ
の
死
を
通
し
て
'
結
局
'
そ
れ
が
(
死
へ
の
親
し
み
)
が
薄
ら
ぎ
'
偶
然

性
に
左
右
さ
れ
る
生
き
物
の
寂
し
さ
を
感
じ
'
生
と
死
の
境
の
あ
い
ま
い
さ
を

思
い
な
が
ら
へ
そ
こ
を
去
っ
た
O
と
い
う
筋
で
あ
る
。

人
間
と
い
う
も
の
は
'
な
に
か
に
つ
け
て
死
を
考
え
る
。
そ
し
て
へ
行
き
づ

ま
り
を
感
じ
た
時
に
死
に
対
す
る
楽
し
み
を
覚
え
る
。
死
と
い
う
も
の
が
、
何

か
し
ら
静
か
な
心
の
平
安
を
与
え
て
-
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
は
'
当
然
な

の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
考
え
る
の
は
'
人
間
だ
け
で
あ
っ
て
、
他

の
い
か
な
る
動
物
も
'
死
を
望
ま
な
い
。
彼
ら
は
自
分
が
か
な
ら
ず
死
ぬ
と
わ

か
っ
て
い
て
も
は
か
な
い
努
力
を
最
期
ま
で
続
け
る
。
そ
し
て
へ
こ
の
小
説
に

・
v
f
;
∵
*
-
*
¥
*
1
/
*
∴
・
 
I
J
‥
　
ウ
　
…
t
 
t
‥
‥
∴
t
 
J
i
I
.
㍉
・
 
'
言
.
-
,
.
 
-
:
-
i
l
l
り

し
、
死
に
到
る
ま
で
の
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
。

死
の
偶
然
性
'
イ
モ
リ
の
不
慮
の
残
そ
れ
は
、
死
と
い
う
も
の
が
'
寿
命

が
尽
き
る
と
い
う
場
合
で
な
-
、
当
然
の
到
来
を
み
せ
る
恐
ろ
し
さ
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
故
に
へ
人
々
は
死
に
対
し
限
り
な
い
恐
怖
を
覚
え
る
。
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我
々
は
'
死
と
い
う
も
の
は
、
こ
う
い
う
も
の
だ
と
い
う
概
念
を
必
死
に
な

っ
て
持
と
う
と
す
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
。

作
者
は
'
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
傷
を
負
う
こ
と
に
よ
っ
て
へ
そ
の
艇
本
命
旗

を
自
分
の
考
え
の
中
心
に
持
ち
だ
し
た
。
そ
し
て
'
少
な
-
と
も
生
と
死
と
の

境
界
は
あ
い
ま
い
な
も
の
だ
と
の
結
論
を
導
き
出
し
た
。
い
や
そ
こ
ま
で
し
か

導
け
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
'
そ
れ
は
、
人
間
に
と
っ
て
1

番
興
味
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
少
し
も
分
っ
七
い
な
い
問
題
だ
か
ら
で
あ

5

サ

^

(
書
き
方
の
評
価
と
し
て
'
㈲
'
す
な
わ
ち
「
思
っ
た
よ
り
書
き
や
す
い
」
と

し
て
有
る
も
の
で
あ
る
。
)

次
の
例
は
、
脚
も
す
な
わ
ち
'
「
ふ
だ
ん
と
変
ら
な
い
。
」
と
し
て
い
る
生
徒

の
作
品
t
J
あ
る
。

作
　
　
品
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
>
-
>
'
H
 
C
女
)

A
電
車
に
は
ね
飛
ば
さ
れ
て
け
が
を
し
た
作
者
は
'
後
発
生
に
城
の
崎
温
泉

へ
出
か
け
た
が
、
自
分
が
偶
然
生
き
て
い
る
こ
と
や
、
は
ち
'
ね
ず
み
や
い
も

り
の
死
に
接
し
、
生
と
死
と
の
境
界
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
じ

た
。
(
あ
ら
す
じ
)

主
題
は
'
生
あ
る
も
の
に
は
、
必
ず
死
が
訪
れ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
生
と
死
は
両
極
の
も
の
で
は
な
く
偶
然
に
左
右
さ
れ
、

そ
の
境
界
は
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
事
に
な
る
。

私
た
ち
は
'
死
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
無
残
な
想
像
を
し
て
'
避
け
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
な
ら
ば
死
に
到
達
し
た
-
な
い
と
願
っ
て
い
る
Q
ま
た
死
と
い

う
も
の
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
そ
う
へ
　
い

つ
も
思
っ
て
い
る
反
面
、
私
た
ち
は
悲
し
い
こ
と
'
苦
し
い
こ
と
に
出
合
っ
た

時
、
自
ら
進
ん
で
死
を
選
ぶ
こ
と
が
有
る
。
こ
れ
も
t
つ
の
運
命
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
'
本
当
の
、
そ
し
て
作
者
が
こ
こ
で
あ
げ
て
い
る
死
で
は
な
い
と

思
う
。
死
と
は
自
ら
の
意
志
や
希
望
に
か
か
わ
り
な
-
訪
れ
る
も
の
で
あ
り
'

そ
ん
な
死
を
心
の
ど
こ
か
で
待
ち
続
け
て
い
る
の
が
人
間
の
本
当
の
1
生
で
あ

り
運
命
で
あ
る
と
思
う
。
作
者
は
私
た
ち
読
者
に
'
生
と
死
の
抗
界
は
あ
い
ま

い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
'
い
つ
死
ぬ
か
も
わ
か
ら
な
い
運
命
を
担
い

な
が
ら
も
'
今
生
き
て
い
る
こ
の
と
き
を
大
事
に
過
ご
し
て
ほ
し
い
と
闘
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
運
命
を
運
命
と
し
て
素
直
に
受
け
入
れ

ら
れ
る
か
ど
う
か
は
'
各
自
の
問
題
だ
と
い
う
事
だ
と
思
う
。
Ⅴ

又
、
次
の
例
は
'
記
号
紬
へ
す
な
わ
ち
'
「
大
変
古
き
や
す
い
己
と
記
入
し

て
い
る
生
徒
の
例
で
あ
る
。

作
　
　
　
品
.
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
h
'
ォ
C
男
)

A
あ
ら
す
じ
へ
事
故
で
命
拾
い
を
し
た
作
者
が
、
較
義
に
き
た
奴
の
崎
払
泉

で
、
い
ろ
ん
な
動
物
の
死
を
見
て
、
生
と
死
と
が
襲
表
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
。

(
主
塔
)
死
と
は
生
物
に
と
っ
て
'
生
き
て
い
る
こ
と
の
褒
例
と
し
て
常
に
隣

り
合
せ
に
あ
り
へ
偶
然
あ
る
時
に
生
と
交
代
す
る
自
然
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生

き
て
い
る
こ
と
と
死
ん
で
い
る
こ
と
に
は
そ
れ
ほ
ど
差
が
な
い
と
い
う
こ
と
。

(
感
想
)
生
と
死
と
は
隣
り
合
わ
せ
に
は
述
い
な
い
だ
ろ
う
が
'
大
差
な
い
と

は
思
わ
な
い
。
作
者
は
死
ん
だ
は
ち
を
見
て
静
か
だ
と
い
う
が
、
そ
れ
は
勝
手

に
作
者
が
外
か
ら
見
て
思
う
だ
け
で
あ
っ
て
死
ん
だ
は
ち
が
静
か
さ
を
感
じ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
や
は
り
死
と
は
無
で
あ
り
'
死
ん
で
し
ま
っ
て
は
お
し

ま
い
だ
と
思
う
。
そ
れ
に
生
か
ら
死
へ
の
境
は
ふ
と
し
た
こ
と
で
越
え
ら
れ
て

も
死
ん
だ
者
は
生
き
返
ら
な
い
。
生
か
ら
死
へ
越
え
ら
れ
て
も
'
死
か
ら
生
へ
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の
逆
転
は
な
い
。
生
物
は
や
は
り
字
の
通
り
生
き
て
い
る
問
が
す
べ
て
だ
と
思

う
。
だ
か
ら
こ
そ
生
物
は
死
ぬ
の
を
恐
が
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
し
か
た
な
い

こ
と
だ
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
方
が
'
悟
っ
た
み
た
い
な
顔
を
す
る
よ
り
も
、

人
間
的
と
い
う
か
'
自
然
で
活
気
が
あ
っ
て
い
い
気
が
す
る
。
Ⅴ

(四)

「
山
月
肥
」
の
指
導
過
樺
と
そ
の
結
果

続
い
て
の
小
説
単
元
は
中
島
敦
の
「
山
月
記
」
で
あ
っ
た
。
指
導
の
方
法

は
、
も
う
1
.
度
同
じ
方
法
を
採
用
し
た
の
で
'
細
か
い
事
項
は
省
略
を
す
る
が

前
回
の
反
省
に
基
づ
き
'
少
し
変
え
て
み
た
。

川
　
全
体
を
6
段
落
に
分
け
る
こ
と
を
指
示
し
'
各
自
黙
読
を
行
な
い
未
知

の
語
句
に
「
線
を
引
か
せ
'
調
べ
て
く
る
事
を
課
題
と
す
る
。

糊
　
各
段
落
(
場
面
)
毎
に
要
旨
を
ま
と
め
、
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
よ
く
分

る
様
に
、
5
-
8
字
以
内
で
ま
と
め
て
く
る
こ
と
を
指
示
し
'
原
稿
用
紙
を
配
布
す

る
。間

　
あ
ら
す
じ
を
各
グ
ル
ー
プ
(
c
 
o
0
人
編
成
)
で
回
し
読
み
を
し
'
各

グ
ル
ー
プ
で
1
番
秀
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
1
名
選
び
発
表
さ
せ
る
。

川
　
全
部
で
6
編
の
発
表
を
終
え
た
段
階
で
、
全
員
の
も
の
を
回
収
し
て
'

検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

㈱
　
完
全
な
も
の
　
5
名

㈲
　
ほ
ぼ
十
分
で
あ
る
も
の
　
1
1
名

㈹
　
訂
正
・
削
除
・
添
加
を
必
要
と
す
る
も
の
　
2
6
名
-

㈲
　
大
は
ば
に
悪
い
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
3
名

川
　
以
下
、
各
段
落
毎
(
場
面
毎
)
に
授
業
を
展
開
し
た
。
前
回
と
同
じ
授

業
形
態
な
の
で
省
略
す
る
。

㈲
　
全
部
の
授
業
を
終
え
た
時
点
で
'
回
収
し
て
い
た
あ
ら
す
じ
の
祈
稲
を

返
却
し
'
各
自
添
削
の
作
業
を
課
し
た
。
添
削
が
行
な
わ
れ
て
い
た
原
稿
は
'

2
4
枚
あ
っ
た
。

間
　
今
回
は
少
し
長
め
(
字
数
5
-
0
字
前
後
)
に
感
想
文
を
容
か
せ
る
た
め
'

1
時
間
を
と
り
'
時
間
内
に
讃
か
せ
て
提
出
さ
せ
た
O

二
、
三
名
を
除
い
て
大
体
5
-
0
字
前
後
に
ま
と
め
て
あ
り
、
前
回
と
ほ
ぼ
同
様

の
出
来
で
あ
っ
た
。

次
に
、
ど
の
よ
う
な
あ
ら
す
じ
を
書
き
、
ど
ん
な
添
削
が
施
さ
れ
'
ど
の
よ

う
な
感
想
文
を
雷
い
て
い
る
か
、
~
そ
の
間
通
性
が
よ
く
分
る
作
品
聖
二
つ
あ
げ

る
。
例
I
は
、
か
な
り
の
修
正
が
施
さ
れ
た
例
で
あ
り
、
例
=
は
部
分
修
正
を

行
っ
た
例
で
あ
り
'
例
Ⅲ
は
添
加
の
例
で
あ
る
。

(

例

-

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

t

f

l

・

5

4

(

女

)

A
李
教
は
、
博
学
才
頴
で
若
-
し
て
進
士
に
な
り
次
い
で
江
南
肘
に
な
っ
た

が
'
賎
更
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し
と
せ
ず
、
官
を
退
き
詩
作
に
ふ
け
っ
た
。
し
か

し
'
文
名
は
揚
ら
ず
'
貧
し
-
な
り
'
か
つ
て
彼
が
鈍
物
と
し
て
い
た
同
輩
の

下
命
を
拝
す
1
地
方
官
吏
と
な
る
に
至
っ
た
。
往
年
の
借
才
李
散
は
自
尊
心
を

深
く
傷
つ
け
、
つ
い
に
発
狂
L
t
行
方
を
-
ら
ま
し
た
。

そ
の
翌
年
へ
李
徴
の
旧
友
の
去
修
が
、
朝
暗
い
う
ち
に
'
人
食
い
虎
と
な
っ

た
∴
　
　
　
　
　
　
　
ド
山
　
刀
∴
　
'
-
-
:
-
蝣
*
<
<
-
蝣
"
蝣
蝣
r
里
蝣
-
 
'
.
;
・
'
-
-
蝣
>
'

な
っ
た
李
徴
は
'
恥
ず
か
し
い
こ
と
も
忘
れ
へ
　
し
ば
ら
-
征
と
話
を
交
わ
し

た
。
去
修
は
少
し
も
怪
し
も
う
と
せ
ず
、
草
む
ら
の
傍
に
立
ち
へ
見
え
ざ
る
声
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と
対
談
し
た
。
そ
の
声
は
、
今
の
身
と
な
る
に
至
っ
た
経
過
を
次
の
よ
う
に
語

MBil
年
前
へ
旅
の
夜
、
戸
外
で
呼
ぶ
声
を
追
っ
て
い
-
と
い
つ
の
ま
に
か
道
は

山
林
に
入
り
'
自
分
の
手
は
地
を
つ
か
ん
で
い
た
。
明
る
く
な
っ
て
か
ら
谷
川

に
姿
を
映
し
て
み
る
と
虎
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
人
間
に
還
る
時
間
で
さ
え

短
く
な
っ
て
き
た
今
'
完
全
に
虎
と
な
る
の
を
恐
れ
悲
し
く
思
う
。
そ
の
声

は
、
去
鰭
に
詩
数
十
と
妻
子
の
こ
と
を
頼
ん
だ
。
そ
し
て
輪
達
に
は
決
し
て
こ

の
道
を
通
ら
な
い
よ
う
に
い
っ
た
。
)
　
向
以
上
の
部
分
を
添
削
し
て
以
下
の
よ

う
に
改
め
て
い
る
。
)

`
《
草
む
ら
に
姿
を
隠
し
た
李
微
は
'
旧
友
去
惨
と
し
ば
ら
-
話
を
交
わ
し
た
'

虎
の
身
に
な
る
に
至
っ
た
経
過
を
話
し
'
人
間
に
還
る
時
間
が
次
第
に
減
り
'

虎
と
な
っ
て
い
-
悲
し
み
を
訴
え
、
生
き
物
の
宿
命
論
や
生
ま
れ
変
わ
り
説
を

信
じ
こ
む
.
I
J
と
に
よ
っ
て
無
理
に
人
間
へ
の
執
着
を
絶
と
う
と
し
て
い
た
。
李

徴
は
さ
ら
に
こ
と
ば
を
拭
け
'
い
ま
だ
記
諭
し
て
い
る
数
十
の
詩
の
伝
録
を
析

み
'
即
席
の
詩
を
朗
し
て
快
い
を
託
し
た
。

さ
ら
に
'
自
分
の
性
情
の
た
め
に
虎
に
な
っ
た
こ
と
を
告
げ
'
ま
た
'
r
t
喝

し
な
が
ら
自
ら
の
愛
情
の
不
足
を
述
べ
'
残
し
て
き
た
妻
子
の
こ
と
を
親
友
に

頼
ん
だ
。
B

去
傍
と
虎
に
な
っ
た
李
徴
は
'
涙
の
う
ち
に
別
れ
た
'
去
傍
が
い
わ
れ
た
様

に
丘
の
上
か
ら
な
が
め
る
と
一
匹
の
虎
が
二
戸
三
声
唱
噂
し
て
姿
を
隠
し
た
。

感
想
文

A
人
間
性
を
失
う
こ
と
が
'
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
い
こ
と
か
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ

つ
け
ら
れ
た
。
利
己
主
義
で
愛
情
に
欠
け
る
た
め
'
人
食
い
虎
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
李
致
。
彼
の
醇
病
な
自
尊
心
.
と
専
大
な
意
恥
心
は
と
う
と
う
彼
自
身
を
つ

ぶ
L
t
破
滅
さ
せ
た
。
相
当
な
才
能
に
め
ぐ
ま
れ
な
が
ら
'
白
滅
し
て
し
ま
う

と
は
へ
彼
自
身
お
も
い
も
か
け
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

彼
は
、
自
分
の
運
命
を
嘆
き
、
生
き
物
の
宿
命
論
や
生
ま
れ
変
わ
り
説
を
と

な
え
て
'
無
理
や
り
自
分
を
納
得
さ
せ
、
慰
め
て
気
を
ま
ざ
ら
わ
そ
う
と
す

る
。
人
間
の
心
が
次
第
に
う
す
れ
'
そ
の
か
わ
り
に
猛
獣
と
し
て
狂
い
回
る
姿

を
想
像
し
た
だ
け
で
も
恐
ろ
し
い
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
、
外
な
ら
な
い

人
間
で
あ
る
し
る
L
が
見
ら
れ
る
。
論
理
化
し
納
得
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け

な
い
私
達
の
1
両
が
よ
-
描
か
れ
て
い
る
と
思
う
。

自
分
の
性
情
を
よ
-
知
り
う
ま
-
あ
や
つ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
'
李
徴
だ
っ

て
こ
の
よ
う
な
超
自
然
の
怪
異
と
も
い
う
べ
き
恐
ろ
し
い
日
に
会
わ
な
く
て
も

す
ん
だ
だ
ろ
う
が
、
人
間
に
と
っ
て
、
自
分
自
身
の
性
格
を
し
っ
か
り
と
把
握

し
あ
や
つ
る
こ
と
が
、
い
か
に
難
か
し
い
か
が
わ
か
る
。

最
後
の
場
面
で
'
多
勢
の
供
を
ひ
き
つ
れ
丘
の
上
に
立
つ
責
倦
(
そ
れ
は
'

詩
に
魅
せ
ら
れ
な
か
っ
た
ら
多
分
な
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
李
徴
の
姿
と
思
え

る
。
)
と
日
を
仰
い
で
唯
噂
す
る
人
食
い
虎
と
な
っ
た
李
徴
の
姿
は
'
ど
う
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
現
在
の
境
遇
の
差
を
感
じ
'
印
象
的
で
哀
し
い
o
V

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
・
X
 
O
男
)

A
隠
西
の
李
徴
は
博
学
才
頴
で
'
若
-
し
て
役
人
と
な
っ
た
が
、
他
人
と
あ
ま

り
妥
協
し
な
い
性
格
で
'
役
人
を
や
め
て
故
郷
に
引
き
揚
げ
た
。
そ
こ
で
詩
家

と
し
て
名
を
残
そ
う
と
し
た
が
、
文
名
は
容
易
に
は
揚
が
ら
ず
'
再
び
役
人
に

な
っ
た
。
が
'
か
つ
て
の
同
輩
に
比
べ
て
地
位
が
低
い
こ
と
や
、
詩
業
に
絶
望

し
た
こ
と
で
'
汝
水
の
ほ
と
り
に
宿
っ
た
時
'
つ
い
に
発
狂
L
t
行
方
不
明
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
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翌
年
、
監
察
御
史
の
去
惨
が
人
食
い
虎
が
出
る
と
い
う
道
を
行
く
と
'
虎
が

本
当
に
現
わ
れ
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
'
戊
が
人
間
の
声
で
話
し
'
し
か
も
そ
れ

が
旧
友
の
李
故
で
あ
っ
た
。
親
友
だ
っ
た
二
人
は
人
と
戊
で
は
あ
る
が
親
し
く

話
を
し
'
虎
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
を
語
り
、
詩
の
伝
銀
を
疎
ん
だ
。
又
、
李
徴

の
語
る
即
席
の
詩
を
き
き
な
が
ら
去
傍
は
'
な
に
か
欠
け
て
い
る
も
の
を
感
じ

て
い
た
。
李
徴
は
'
次
節
に
人
間
で
な
く
な
っ
て
行
く
悲
し
み
を
語
り
'
己
の

性
情
の
た
め
に
虎
に
な
っ
た
と
い
う
。

《
以
下
へ
削
除
の
部
分
。
》
(
人
間
の
心
で
い
ら
れ
る
時
か
ら
、
虎
の
心
に
戻
る

前
'
李
徴
は
設
倍
に
自
分
の
妻
子
が
飢
え
凍
え
る
こ
と
の
な
い
様
に
取
り
計
ら

っ
て
欲
し
い
と
頼
み
へ
再
び
草
む
ら
の
中
へ
消
え
て
行
っ
た
。
)

《
以
下
'
加
筆
訂
正
の
部
分
。
》
(
最
後
に
李
教
は
親
友
寅
惨
に
残
し
て
き
た
妻

子
の
こ
と
を
頼
み
'
飢
え
凍
え
る
こ
と
の
な
い
様
に
取
り
計
ら
っ
て
ほ
し
い
と

頼
み
込
み
、
己
の
愛
情
の
乏
し
さ
を
告
白
し
た
。
そ
し
て
去
作
に
二
度
と
こ
の

道
を
通
ら
な
い
様
に
と
告
げ
て
虎
に
な
っ
て
い
る
自
分
の
姿
を
見
せ
て
'
草
む

ら
の
中
に
姿
を
消
し
た
。
)

感
想
文

A
ど
う
し
て
李
故
は
虎
の
姿
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
o
博
学
才
識
で
若
く

し
て
虎
蹄
に
名
を
連
ね
た
は
ず
の
彼
が
、
で
あ
る
。
彼
の
持
っ
て
い
た
性
情
-

臆
病
な
自
専
心
と
噂
大
な
孟
恥
心
I
が
'
あ
る
い
は
性
格
が
心
が
、
周
囲
の
人

々
は
気
付
く
は
ず
が
な
か
っ
た
。
そ
の
矛
盾
-
同
曲
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
・
E
分

と
自
分
で
思
っ
て
い
る
自
分
と
の
開
き
I
が
余
り
に
大
き
す
ぎ
た
の
だ
。

す
ば
ら
し
い
才
能
を
持
ち
な
が
ら
'
そ
の
性
情
-
猛
獣
の
た
め
に
'
そ
の
才

能
を
空
発
し
て
し
ま
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
詩
に
没
頭
し
て
妻
子
を
省
み
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。

役
の
詩
が
「
超
〓
拭
」
の
素
質
は
認
め
ら
れ
る
が
一
流
の
作
品
と
な
る
に
は

欠
け
て
い
る
「
ど
こ
か
」
と
い
う
去
惨
の
気
拝
と
し
て
は
、
人
間
ら
し
い
愛
情

の
乏
し
さ
と
、
才
能
が
磨
か
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
そ
の
ま
ま
彼
自
身
の
性
格
の
欠
け
て
い
る
所
で
は
な
か
っ
た
か
。

人
間
誰
し
も
へ
愛
と
い
う
最
も
人
間
的
な
も
の
を
失
え
ば
、
恐
ら
く
人
間
で

は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
'
自
分
の
性
質
を
自
分
が
よ
く
理
解
し
'
う
ま

く
コ
ン
ト
u
I
ル
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
間
だ
れ
で
も
猛
獣
使
い
な
の

だ
C
」
と
い
う
李
徴
の
言
薬
が
印
象
に
残
る
作
品
で
あ
り
p
た
。
Ⅴ

例

B

 

m

・

o

(

杏

)

A
陀
西
の
李
散
は
俊
才
で
あ
り
官
職
に
つ
い
て
い
た
が
俗
界
に
伍
す
る
こ
と
を

潔
し
と
せ
ず
'
詩
業
に
志
し
官
を
退
き
詩
作
に
ふ
け
る
。
が
'
名
声
を
狩
る
こ

と
も
な
し
に
、
再
び
官
職
を
奉
ず
る
。
し
か
し
'
か
つ
て
の
同
輩
'
し
か
も
そ

の
当
時
歯
牙
に
も
か
け
て
い
な
か
っ
た
者
達
の
前
に
膝
を
屈
す
る
こ
と
に
耐
え

ら
れ
な
か
っ
た
技
は
遂
に
発
狂
し
消
息
を
絶
っ
た
。

そ
の
翌
年
'
李
教
の
旧
友
で
あ
る
去
惨
は
'
思
い
も
か
け
ず
班
に
再
会
す
る

が
'
そ
の
姿
は
虎
に
な
り
果
て
て
い
た
O
桁
い
た
も
の
の
去
憎
は
'
そ
の
彼
と

親
し
く
言
柔
を
か
わ
す
。
李
徴
は
、
異
類
の
身
と
な
っ
た
い
き
さ
つ
や
t
も
は

・
/
 
・
・
　
　
　
‥
‥
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
思
!
蝣
蝣
'
-
'
蝣
:
-
 
'
i
_
.
'
i
'
.
 
"
l
i
'
.
∴
*
　
:
¥
'
し

て
こ
の
様
な
運
命
を
背
負
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
に
つ
い
て
役
な
り
の
自

o

O

O

　

°

　

0

己
分
析
を
行
う
。
《
流
加
の
部
分
『
自
己
分
析
を
行
い
、
臆
病
な
臼
専
心
と
埠

大
な
蒐
恥
心
と
の
た
め
に
虎
に
な
っ
た
と
言
う
』
。
)
そ
し
て
彼
は
件
か
に
記

憶
に
残
さ
れ
た
往
年
の
作
品
を
旧
友
に
託
し
'
残
さ
れ
た
自
分
の
家
族
へ
の
厚

遇
を
依
頼
す
る
。
二
人
は
悲
痛
な
思
い
を
抱
き
つ
つ
別
れ
る
の
で
あ
っ
た
が
'
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最
後
に
彼
は
、
そ
れ
ま
で
隠
し
て
い
た
己
が
姿
を
現
し
'
無
念
の
思
い
を
こ
め

た
咽
埠
を
残
し
て
、
草
む
ら
の
中
に
姿
を
消
す
の
だ
っ
た
。
Ⅴ

感
想
文

A
李
教
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
他
な
ら
ぬ
自
分
白
身
の
性
格
か
ら
'
ど
う
し
よ

う
も
な
い
所
に
ま
で
自
分
を
追
い
つ
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ

う
な
る
前
に
自
己
を
と
ど
め
ら
れ
な
か
っ
た
事
に
非
常
な
不
幸
を
感
じ
る
。
仝

-
性
格
の
悲
劇
だ
。

人
間
誰
し
も
そ
れ
ぞ
れ
の
気
質
と
い
う
も
の
が
あ
る
o
そ
れ
が
温
厚
な
も
の

で
あ
れ
ば
、
実
社
会
で
生
き
て
い
-
う
え
で
幸
い
で
あ
ろ
う
が
、
李
微
の
場
合

は
ど
う
だ
ろ
う
。
は
た
し
て
う
ま
-
行
く
か
。

も
ち
ろ
ん
役
は
'
そ
う
い
う
社
会
に
適
応
し
難
い
気
質
を
そ
の
ま
ま
に
し
て

お
-
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
自
分
で
も
語
っ
て
い
る
と
お
り
'
性
情
と
い

う
彼
に
と
っ
て
の
猛
獣
を
制
御
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
は
愚
か
者
だ
っ
た
の
だ
な
ど
と
、
あ
っ
さ
り
片
付
け

て
し
ま
え
な
い
と
い
う
気
が
強
-
す
る
。
誰
に
し
ろ
円
分
の
生
来
の
性
情
を
思

う
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
易
し
い
は
ず
は
な
い
。
多
か
れ
少
な
か
れ
'
人

間
誰
し
も
持
つ
弱
き
で
あ
り
も
ど
か
し
さ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
そ
ん
な
中
で
も
'
彼
が
自
己
の
心
に
余
裕
の
よ
う
な
も
の
を
持
て
て

い
た
ら
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。
彼
は
悪
い
意
味
で
真
面
目
す
ぎ
た

し
、
ひ
た
む
き
す
ぎ
た
。
そ
れ
は
若
さ
の
精
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
中
途
半

端
な
自
尊
心
で
な
-
'
全
く
あ
っ
さ
り
と
自
分
を
笑
い
と
は
し
て
し
ま
え
る
余

裕
を
持
っ
て
で
も
い
た
ら
と
思
う
。
Ⅴ

(五)

A
全
体
的
な
反
省
と
今
後
V

こ
の
'
あ
ら
す
じ
か
ら
感
想
文
へ
の
授
業
を
し
て
み
て
気
付
い
た
こ
と
に
、

小
説
か
ら
各
自
が
読
み
取
っ
て
い
る
も
の
か
ら
(
各
自
が
理
解
を
し
た
あ
ら
す

じ
か
ら
)
多
-
の
感
想
が
生
ま
れ
て
い
る
事
が
分
る
。
殊
に
「
山
月
記
」
の
よ

う
に
幾
ら
か
分
量
の
多
い
も
の
は
'
そ
の
事
が
顕
著
に
表
わ
れ
て
い
る
。
長
編

に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
そ
の
仰
向
は
強
い
も
の
に
な
り
'
木
を
見
て
森
を
見
ず
式

の
感
想
文
が
多
-
な
る
は
ず
で
あ
る
。
今
回
の
試
み
は
'
い
く
ら
か
で
も
そ
う

い
う
弊
吾
が
取
り
除
け
た
よ
う
に
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
小
説
の
面
白
味
は
へ

そ
の
要
旨
を
と
ら
え
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
狩
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
訳
で
'

い
わ
ゆ
る
『
細
部
』
に
も
存
在
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
所
期
の
口

的
(
誤
解
に
基
づ
く
感
想
・
内
容
の
不
理
解
に
基
づ
く
感
想
を
排
陵
す
る
こ

と
)
は
、
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
又
'
感
想
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

質
的
な
差
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
へ
　
量
に
限
っ
て
い
う
と
、
二
・
三
の
生
徒
を

験
-
と
規
定
の
字
数
を
充
た
し
て
い
た
こ
と
も
一
つ
の
収
穫
だ
と
思
え
る
。

今
後
は
'
比
較
約
分
畳
の
あ
る
も
の
を
課
し
て
'
要
約
を
書
か
せ
て
'
四
五

枚
程
度
の
感
想
文
な
い
し
研
究
的
な
論
文
を
寄
せ
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(
福
岡
県
立
東
筑
高
等
学
校
教
諭
)
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