
芥
川
龍
之
介
の
影

石
川
淳
﹁
普
賢
﹂
と
安
吾
・
太
宰

若

松

伸

哉

﹁
普
賢
﹂
は
、
混
沌
と
し
た
も
の
の
不
思
議
な
魅
力
に
満
ち
満
ち
て
ゐ
る
。

﹁
地
中
海
﹂
の
作
者
が
、
形
式
美
の
使
徒
で
あ
り
、
従
つ
て
清
書
派
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、﹁
普
賢
﹂
の
作
者
は
、
格
を
破
る
悦
び
の
為
め
に
の
み
形

式
の
存
在
を
認
め
、
清
書
な
ん
か
糞
を
喰
へ
と
云
つ
た
意
気
組
み
の
作
者

で
あ
ら
う
。
僕
は
石
川
君
の
若
き
日
の
習
作
時
代
を
知
つ
て
ゐ
る
。
そ
の

頃
の
石
川
君
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
流
の
形
式
美
の
使
徒
の
一
人

だ
つ
た
。
現
に
﹁
赤
き
百
合
﹂
の
訳
者
で
も
あ
る
。
そ
の
石
川
君
が
、
形

式
の
ユ
ダ
に
な
る
ま
で
の
櫛
風
沐
雨
の
苦
を
想
像
し
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い注

１

。

石
川
淳
﹁
普
賢
﹂
と
富
沢
有
為
男
﹁
地
中
海
﹂
が
同
時
受
賞
し
た
一
九
三
六

︵
昭
和
一
一
︶
年
下
半
期
の
第
四
回
芥
川
龍
之
介
賞
に
つ
い
て
、
選
考
委
員
の
小

島
政
二
郎
が
記
し
た
選
評
が
右
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
﹁
普
賢
﹂
評
に

関
し
て
は
、
同
じ
く
選
考
委
員
で
あ
っ
た
室
生
犀
星
に
よ
る
選
評
が
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
が
、﹁
普
賢
﹂
を
芥
川
賞
に
推
す
こ
と
を
﹁
宿
命
﹂
と
ま
で
言
い
切
る

犀
星
に
対
し注

２

、
小
島
は
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
流
の
形
式
美
の
使
徒
﹂
で

あ
っ
た
石
川
淳
の
﹁
若
き
日
の
習
作
時
代
﹂
を
追
憶
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
石

川
淳
の
苦
労
を
思
い
遣
っ
て
い
る
。

小
島
が
仄
め
か
す
よ
う
に
、
一
九
二
〇
︵
大
正
九
︶
年
に
東
京
外
国
語
学
校

仏
語
部
を
卒
業
し
た
石
川
は
職
を
転
々
と
し
な
が
ら
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン

ス
に
影
響
を
受
け
た
習
作
を
い
く
つ
か
発
表
す
る
一
方
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ

ン
ス
作
品
の
翻
訳
も
行
い
、
﹃
赤
い
百
合
﹄
︵
春
陽
堂
、
一
九
二
三
・
八
︶
も
刊

行
し
て
い
る
。
一
時
期
は
創
作
を
放
棄
し
た
時
期
が
続
く
な
ど
紆
余
曲
折
を
経

て
、﹁
佳
人
﹂︵
﹃
作
品
﹄
一
九
三
五
・
五
︶
を
皮
切
り
に
再
び
小
説
を
書
き
始
め

た
石
川
淳
は
、
こ
の
﹁
普
賢
﹂
︵
﹃
作
品
﹄
一
九
三
六
・
六
～
九
︶
に
よ
っ
て
芥

川
賞
を
受
賞
し
、
大
き
く
知
名
度
を
上
げ
る
。
石
川
淳
は
こ
の
と
き
三
十
七
歳
。

若
き
日
の
石
川
は
七
歳
年
上
の
作
家
・
芥
川
龍
之
介
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
が注

３

、
年
齢
的
に
は
芥
川
が
自
殺
し
た
三
十
五
歳
を
越
え
た
地

点
か
ら
作
家
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。

︿
饒
舌
体
﹀
と
も
称
さ
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
文
体
で
描
か
れ
た
﹁
普
賢
﹂

一



の
特
徴
は
、
小
島
に
よ
る
﹁
清
書
な
ん
か
糞
を
喰
へ
と
云
つ
た
﹂﹁
形
式
の
ユ
ダ
﹂

と
の
評
が
言
い
当
て
て
い
る
が
、
問
題
は
そ
の
対
比
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
﹁
若

き
日
﹂
の
﹁
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
流
の
形
式
美
の
使
徒
﹂
と
い
う
表
現
だ
。

習
作
時
代
の
石
川
淳
に
与
え
ら
れ
た
こ
の
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
傾
倒
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
芥
川
龍
之
介
に

も
つ
な
が
る注

４

。
他
な
ら
ぬ
芥ヽ

川ヽ

賞
の
選
評
の
な
か
に
漏
れ
出
て
い
る
芥
川
龍
之

介
の
イ
メ
ー
ジ
は
本
稿
に
お
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
こ
う
し
た
問

題
を
発
端
に
、﹁
普
賢
﹂
発
表
の
同
時
代
に
お
い
て
揺
曳
す
る
芥
川
龍
之
介
の
影

を
追
い
つ
つ
、
本
稿
で
は
改
め
て
﹁
普
賢
﹂
と
そ
の
周
辺
を
考
察
す
る
。

一

﹁
普
賢
﹂
は
石
川
淳
の
代
表
作
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
よ
る
作
品
分
析
の
積

み
重
ね
は
す
で
に
か
な
り
厚
い
。
そ
し
て
先
行
研
究
の
多
く
が
指
摘
す
る
問
題

と
し
て
、
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
で
も
あ
る
﹁
わ
た
し
﹂
に
大
き
く
関
わ
る
二

人
の
女
性

ユ
カ
リ
と
綱

が
担
う
作
中
の
二
項
対
立
図
式
が
あ
る
。
ユ

カ
リ
は
﹁
わ
た
し
﹂
が
そ
の
姿
を
脳
裏
に
焼
き
付
け
て
い
る
︿
理
想
﹀
の
女
性

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
綱
は
﹁
わ
た
し
﹂
の
俗
世
で
の
付
き
合
い
の
な
か
か
ら

関
係
が
生
じ
た
、
い
わ
ば
︿
現
実
﹀
を
象
徴
す
る
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

常
に
ユ
カ
リ
へ
の
慕
情
を
述
べ
、
綱
と
の
関
係
を
﹁
恥
づ
べ
き
行
為
﹂
と
し
て

否
定
的
に
語
る
﹁
わ
た
し
﹂
は
、
作
品
終
盤
に
お
い
て
理
想
の
姿
か
ら
は
変
貌

し
て
し
ま
っ
た
ユ
カ
リ
と
の
再
会
な
ど
を
経
て
、
最
終
的
に
は
綱
を
奪
回
す
る

旅
立
ち
の
決
意
を
し
て
い
る
。
ユ
カ
リ
︵
理
想
︶
で
は
な
く
綱
︵
現
実
︶
を
選

択
す
る
と
い
う
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
こ
の
展
開
に
関
し
て
佐
藤
秀
明
は
、
作

品
終
盤
の
ユ
カ
リ
と
の
再
会
に
際
し
て
﹁
わ
た
し
﹂
が
行
う
そ
の
肉
体
描
写
に

ユ
カ
リ
と
綱
の
﹁
換
喩
の
混
乱
﹂
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
や
は
り
終
盤
に
お
い
て
、

綱
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
恋
人
で
白
人
と
黒
人
の
混ヽ

血ヽ

で
あ
る
﹁
ジ
ャ
ン
ヌ
・
デ
ュ

ヴ
ァ
ル
﹂
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
最
後
に
﹁
わ
た
し
﹂
が
奪
回

す
る
綱
と
は
、﹁
綱
で
あ
る
と
同
時
に
﹁
ユ
カ
リ
﹂
で
も
あ
る
何
も
の
か
﹂
と
指

摘
し
て
い
る注

５

。

佐
藤
が
指
摘
し
た
ユ
カ
リ
と
綱
の
二
項
対
立
図
式
が
解
体
・
一
元
化
し
て
い

く
﹁
普
賢
﹂
の
展
開
は
、
そ
の
後
の
研
究
で
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
近
年
で

は
山
口
俊
雄
が
こ
れ
ま
で
断
片
的
／
一
面
的
に
言
及
さ
れ
て
き
た
﹁
普
賢
﹂
登

場
人
物
の
︿
重
ね
合
わ
せ
﹀
な
ど
、﹁
普
賢
﹂
に
織
り
込
ま
れ
た
複
雑
な
趣
向
を

明
ら
か
に
し
つ
つ
、
作
中
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
二
項
対
立
図
式
と
そ
の
一
元
化

と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
と
密
接
に
関
連
付
け
な
が
ら
、
詳
細
か
つ
包
括
的
な

作
品
分
析
を
行
っ
て
い
る注

６

。
ま
た
山
口
は
、
﹁
わ
た
し
﹂
＝
普
賢
菩
薩
と
い
う
作

中
で
も
明
示
さ
れ
て
い
る
重
ね
合
わ
せ
だ
け
で
な
く
、﹁
わ
た
し
﹂
の
親
友
で
あ

り
ユ
カ
リ
の
兄
で
も
あ
る
庵
文
蔵
が
普
賢
菩
薩
と
対
に
な
る
文
殊
菩
薩
と
重
ね

合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
点
も
明
確
化
し
て
お
り
、
こ
の
二
人
の
対
比
も
作
品
構
造

二



と
大
き
く
関
わ
る
重
要
な
二
項
対
立
図
式
と
な
っ
て
い
る
。

﹁
わ
た
し
﹂
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
普
賢
菩
薩
は
︿
行
・
実
践
﹀
を
象
徴
す

る
の
に
対
し
、
庵
文
蔵
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
文
殊
菩
薩
は
純
粋
知
性
と
も
言

う
べ
き
︿
智
﹀
を
象
徴
し
て
お
り
、﹁
わ
た
し
﹂
と
綱
が
俗
世
の
現
実
生
活
に
関

係
付
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
文
蔵
と
ユ
カ
リ
は
俗
世
と
は
離
れ
た
理
念
的
・
観

念
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

さ
て
こ
う
し
た
︿
理
想
﹀
か
︿
現
実
﹀
と
い
っ
た
二
項
対
立
の
構
図
が
﹁
普

賢
﹂
に
は
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
木
下
啓
は
こ
の
構
図
に
つ
い
て
同
時
代
の
︿
思

想
と
実
生
活
﹀
論
争
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る注

７

。
﹁
普
賢
﹂
第
七
章
の
末
尾
に

は
﹁
普
賢
と
は
わ
た
し
に
と
つ
て
こヽ

とヽ

ばヽ

で
あ
る
﹂︹
傍
点
原
文
︺
と
い
う
重
要

な
一
文
が
あ
る
が
、
そ
の
直
前
に
は
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
の
日
記
﹂
を
引
用
し
、
そ

れ
を
パ
ロ
デ
ィ
に
す
る
か
た
ち
で
﹁
自
分
に
反
し
て
い
や
い
や
な
が
ら
し
や
べ

る
﹂
語
り
手
自
身
の
現
状
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

木
下
は
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
る
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
の
日
記
﹂
に
注
目
し
、
八
住
利

雄
と
上
脇
進
の
訳
に
よ
る
﹃
ト
ル
ス
ト
イ
未
発
表
日
記

一
九
一
〇
年
﹄︵
ナ
ウ

カ
社
、
一
九
三
五
・
一
二
︶
の
刊
行
に
端
を
発
す
る
ま
さ
に
同
時
代
の
正
宗
白

鳥
と
小
林
秀
雄
の
あ
い
だ
で
行
わ
れ
た
︿
思
想
と
実
生
活
﹀
論
争
と注

８

、
﹁
普
賢
﹂

で
描
か
れ
る
二
項
対
立
︵
理
想
か
現
実
か
︶
の
解
体
を
リ
ン
ク
さ
せ
な
が
ら
、

﹁
正
宗
白
鳥
と
小
林
秀
雄
と
に
よ
っ
て
、
﹁
思
想
﹂
と
﹁
現
実
﹂
の
ど
ち
ら
に
重

点
を
置
い
て
文
学
を
考
え
る
か
と
い
う
論
争
が
行
わ
れ
て
い
た
す
ぐ
横
で
、
石

川
淳
は
観
念
で
も
現
実
で
も
な
く
、
た
だ
︿
こ
と
ば
﹀
の
み
を
よ
す
が
に
文
学

の
新
し
い
方
向
を
模
索
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
え
る
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
。

﹁
普
賢
﹂
発
表
時
に
文
壇
に
お
い
て
盛
り
上
が
っ
て
い
た
こ
の
論
争
と
本
作

品
の
関
連
は
妥
当
性
が
高
い
が
、
当
時
の
︿
思
想
と
実
生
活
﹀
言
説
と
も
重
ね

ら
れ
る
、
同
時
代
文
壇
の
別
の
話
題
に
も
本
稿
で
は
注
目
し
た
い
。

二そ
れ
に
し
て
も
牧
野
さ
ん
の
自
殺
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
そ
の
原

因
を
知
り
た
い
の
は
人
情
で
は
あ
る
ま
い
か
？

ト
ル
ス
ト
イ
の
家
出
に

つ
い
て
先
頃
正
宗
白
鳥
と
小
林
秀
雄
と
が
意
見
を
闘
は
せ
て
ゐ
た
こ
と
が

あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
家
出
は
彼
の
理
想
へ
の
情
熱
が
さ
せ
た
も
の
か
、

或
は
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
山
の
神
を
恐
れ
て
か
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

丁
度
之
に
似
た
場
合
が
あ
る
の
だ
。

河
上
徹
太
郎
﹁
死
ん
だ
牧
野
信
一
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
は
牧
野

信
一
の
自
殺
に
つ
い
て
、
正
宗
白
鳥
と
小
林
秀
雄
の
論
争
に
引
き
つ
け
な
が
ら

語
っ
て
い
る
。
小
説
家
・
牧
野
信
一
が
自
殺
し
た
の
は
、﹁
普
賢
﹂
発
表
の
少
し

前
、
そ
し
て
正
宗
と
小
林
の
︿
思
想
と
実
生
活
﹀
論
争
が
途
上
で
あ
っ
た
一
九

三
六
年
三
月
二
四
日
。
牧
野
信
一
の
自
殺
に
つ
い
て
は
翌
日
三
月
二
五
日
の

﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
で
﹁
生
活
苦
が
原
因
﹂
と
報
道
さ
れ
て
お
り
、
﹁
生
活
苦
﹂

三



の
問
題
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

杉
山
平
助
は
牧
野
の
死
の
直
後
に
こ
の
問
題
に
触
れ
て
、
﹁
死
因
は
一
般
に

生
活
苦
だ
と
つ
た
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
文
学
者
と
生
活
苦
と
い
ふ
こ
と

が
、
再
び
激
し
く
世
人
の
注
意
を
喚
起
し
つ
ゝ
あ
る
や
う
で
あ
る注

９

﹂
と
述
べ
て

い
る
ほ
か
、
森
山
啓
も
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

貧
乏
と
い
ふ
こ
と
は
、
今
日
の
文
学
者
の
苦
悩
の
中
で
、
兎
も
す
れ
ば

下
等
視
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
下
部
に
根
底
的
に
横
た
は
る
。
牧
野
氏
も
、
も

う
少
し
生
活
費
の
余
裕
が
あ
つ
て
、
自
分
の
金
で
気
楽
に
有
意
義
な
旅
行

で
も
出
来
た
ら
、
気
分
も
よ
く
な
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
家
族
と
の
関
係
、

孤
独
、
疲
労
、
こ
れ
ら
の
根
底
に
は
月
か
ら
月
へ
の
生
活
費
の
問
題
が
横

た
は
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
否
定
す
る
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
貧
苦
と
い
ふ

も
の
を
観
念
的
に
は
知
つ
て
ゐ
て
も
実
際
に
は
知
ら
な
い
連
中
だ
ら
う
。

生
活
費
に
全
然
関
係
の
な
い
作
家
的
﹁
苦
悩
﹂
な
ど
は
、
そ
れ
が
宿
命
的

な
肉
体
的
疾
病
や
獄
中
苦
に
で
も
関
し
て
ゐ
る
の
で
な
か
つ
た
ら
、
僕
な

ど
に
は
、
タ
カ
が
知
れ
た
も
の
の
や
う
に
思
は
れ
る 注

。
10

森
山
は
軽
視
さ
れ
が
ち
な
作
家
の
経
済
的
事
情
に
よ
る
苦
悩
の
大
き
さ
を
強

く
訴
え
て
お
り
、
牧
野
の
自
殺
が
浮
き
彫
り
に
し
た
問
題
の
所
在
が
は
っ
き
り

と
理
解
で
き
る
。
先
引
し
た
河
上
徹
太
郎
﹁
死
ん
だ
牧
野
信
一
﹂
の
な
か
で
も

﹁
生
活
苦
﹂
に
よ
る
牧
野
の
死
と
︿
思
想
と
実
生
活
﹀
論
争
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ

て
お
り
、
同
時
代
文
壇
に
お
け
る
作
家
の
︿
理
想
﹀
か
︿
現
実
﹀
か
と
い
う
文

脈
の
存
在
と
そ
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。

﹁
普
賢
﹂
の
﹁
わ
た
し
﹂
も
ま
た
経
済
的
に
苦
し
い
生
活
を
送
る
物
書
き
で

あ
り
、
親
友
の
庵
文
蔵
も
物
書
き
で
は
な
い
が
同
様
の
貧
困
生
活
を
送
っ
て
い

る
。
作
品
の
末
尾
に
お
い
て
﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
あ
ら
た
に
綱
を
奪
回
す
る
旅
に

出
る
﹂
が
、
そ
の
直
後
に
以
下
の
場
面
が
続
き
、
作
品
は
終
わ
っ
て
い
る
。

第
一
逮
捕
も
漂
泊
も
野
た
れ
死
も
す
べ
て
の
懸
念
が
入
り
こ
む
隙
の
な

い
緊
密
な
る
出
発
の
決
心
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
行
為
は
い
の
ち
を
か
け
た

大
事
に
相
違
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
庵
文
蔵
は
ど
う
な
つ
た
こ
と
で

あ
ら
う
と
、︹
⋮
︺
な
か
ば
襖
が
あ
け
放
し
に
な
つ
た
文
蔵
の
部
屋
の
中
に

足
を
踏
み
入
れ
よ
う
と
す
る
や
、
框
に
仕
切
ら
れ
た
空
気
の
面
に
突
き
あ

た
り
鉄
壁
の
硬
さ
で
刎
ね
か
へ
さ
れ
、
廊
下
に
よ
ろ
よ
ろ
と
倒
れ
か
か
つ

た
の
は
、
襖
の
か
げ
に
隠
れ
た
ベ
ッ
ド
の
上
の
烈
烈
た
る
た
た
ず
ま
ひ
が

此
世
の
生
臭
さ
を
禁
断
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
の
一
刹
那
に
わ
た
し
の

眼
を
焼
き
通
し
た
も
の
は
文
蔵
が
常
用
の
棒
紅
と
と
も
に
畳
に
散
り
落
ち

た
一
ひ
ら
の
花
、
骸
骨
の
ぶ
つ
ち
が
へ
の
附
い
た
紫
色
の
小
壜
で
あ
つ
た
。

︹
十
二
︺

﹁
普
賢
﹂
の
結
末
に
描
か
れ
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
出
発
の
決
意
と
直
後
の
文
蔵

の
自
殺
。
本
作
品
に
と
っ
て
文
蔵
の
自
殺
が
持
つ
衝
撃
と
意
味
は
当
然
な
が
ら

大
き
い
。
こ
の
文
蔵
の
自
殺
に
つ
い
て
は
山
口
俊
雄
が
す
で
に
、
牧
野
信
一
が

石
川
淳
の
デ
ビ
ュ
ー
作
﹁
佳
人
﹂
に
つ
い
て
高
い
評
価
を
寄
せ 注

、
石
川
淳
も
そ

11

四



の
死
を
﹁
わ
た
し
の
血
管
の
中
で
の
事
件
﹂
と
記
す
追
悼
文
を
発
表
し
て
い
る

点 注

も
述
べ
な
が
ら
、﹁
文
蔵
の
自
殺
に
は
、
文
殊
菩
薩
と
し
て
の
極
楽
往
生
と
い

12う
面
が
あ
る
一
方
で
、﹁
普
賢
﹂
少
し
前
︵
一
九
三
六
年
三
月
︶
に
起
こ
っ
た
牧

野
信
一
の
自
殺
が
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
さ
え
も
が
、
重
ね

合
わ
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
指
摘
し
、
や
は
り
牧
野
の
死

が
呼
び
起
こ
し
た
作
家
の
生
活
と
い
う
問
題
と
も
関
連
さ
せ
て
論
じ
て
い
る 注

。
13

さ
て
、
こ
の
う
え
で
本
稿
が
注
目
し
た
い
の
は
、
山
口
が
指
摘
し
て
い
る
も

う
一
つ
の
自
殺
、
す
な
わ
ち
﹁
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
﹂
で
あ
る
。
山
口
は
﹁
普

賢
﹂
論
の
な
か
で
芥
川
の
自
殺
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
は
展
開
し
て
い
な
い
が
、

牧
野
の
自
殺
が
文
壇
の
な
か
で
衝
撃
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
な
か
、
た
し
か
に
芥

川
龍
之
介
の
名
前
も
具
体
的
に
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

﹃
新
潮
﹄
一
九
三
六
年
五
月
号
の
Ｘ
Ｙ
Ｚ
﹁
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
﹂
は
、﹁
芥
川

龍
之
介
氏
の
時
に
も
、
さ
う
だ
つ
た
し
、
有
島
武
郎
氏
の
時
も
、
さ
う
で
あ
り
、

今
ま
た
、
牧
野
信
一
氏
の
自
殺
に
対
し
て
も
、
同
じ
や
う
な
衝
撃
を
受
け
ず
に

は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
、
芥
川
や
有
島
の
自
死
と
並
べ
て
牧
野
の
死
の

衝
撃
を
語
っ
て
い
る
し
、
尾
崎
士
郎
﹁
文
芸
時
評
﹂︵
﹃
新
潮
﹄
一
九
三
六
・
五
︶

は
、
牧
野
の
死
は
﹁
作
家
的
能
力
に
対
す
る
絶
望
と
不
信
の
幻
覚
﹂
に
よ
る
も

の
で
あ
り
、
﹁
芥
川
龍
之
介
の
死
も
帰
着
す
る
と
こ
ろ
は
こ
の
一
点
に
関
つ
て

ゐ
る
﹂
と
両
者
の
自
殺
の
理
由
を
つ
な
ぎ
、
林
髞
﹁
自
殺
の
生
理
と
心
理
﹂︵
﹃
新

潮
﹄
一
九
三
六
・
六
︶
も
ま
た
、
芥
川
の
自
殺
の
理
由
で
あ
る
﹁
情
熱
の
喪
失
﹂

が
、﹁
今
度
の
牧
野
信
一
氏
の
死
に
つ
い
て
も
言
へ
る
﹂
と
、
や
は
り
両
者
の
死

を
併
置
す
る
。

牧
野
信
一
の
自
殺
が
お
よ
そ
九
年
前
の
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
を
人
々
に
想
起

さ
せ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
同
時
代
言
説
を
見
た
だ
け
で
も
想
像
で
き
る
が
、

自
殺
と
い
う
出
来
事
︵
あ
る
い
は
そ
の
理
由
︶
を
介
し
た
両
者
の
共
通
性
だ
け

で
な
く
、
差
異
も
ま
た
語
ら
れ
て
い
た
。
﹃
新
潮
﹄
一
九
三
六
年
六
月
号
の
座
談

会
﹁
最
近
の
文
壇
か
ら
問
題
を
拾
つ
て
﹂
で
は
、
中
村
武
羅
夫
の
﹁
牧
野
さ
ん

は
ふ
ら
ふ
ら
と
や
つ
た
と
し
て
、
芥
川
さ
ん
の
場
合
は
、
計
画
的
で
す
ね
﹂
と

の
発
言
に
対
し
、
尾
崎
士
郎
も
芥
川
の
自
殺
に
お
け
る
﹁
芝
居
気
﹂
を
認
め
、

一
方
の
牧
野
の
死
に
は
﹁
芝
居
気
が
な
い
﹂
と
、
両
者
の
自
殺
と
い
う
ふ
る
ま

い
に
お
け
る
差
異
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
差
と
よ
く
似
た
発
想
を
森
山

啓
は
﹁
作
家
的
苦
悩
と
自
殺
﹂
︵
﹃
文
芸
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
の
な
か
で
次
の
よ

う
な
言
葉
で
記
し
て
い
る
。

牧
野
信
一
氏
は
、
死
ん
で
か
ら
兎
や
角
言
は
れ
て
も
言
は
れ
な
く
て
も
、

そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
く
つ
て
、
ま
た
考
へ
る
余
裕
も
な
か
つ
た
だ

ら
う
。
死
後
の
名
誉
の
こ
と
も
考
へ
た
ら
し
い
芥
川
龍
之
介
氏
の
自
殺
よ

り
も
、
も
つ
と
せ
つ
ぱ
つ
ま
つ
た
敗
北
や
孤
独
を
感
じ
さ
せ
る
。

牧
野
信
一
の
自
殺
は
た
し
か
に
同
時
代
に
差
異
も
含
め
て
芥
川
の
死
を
呼
び

起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
普
及
版
の
芥
川
全
集
の
刊
行
︵
一
九
三
四
～
一
九

三
五
年
︶
や
、
芥
川
賞
が
創
設
︵
一
九
三
五
年
︶
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
こ
の
時

五



期
そ
も
そ
も
芥
川
を
語
る
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
っ
た 注

。
そ
こ
で
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は
芥
川
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
た
か
。

た
と
え
ば
﹃
新
潮
﹄
一
九
三
五
年
七
月
号
の
座
談
会
﹁
芥
川
龍
之
介
研
究

作
家
研
究
座
談
会
︵
十
一
︶
﹂
で
は
徳
田
秋
声
が
芥
川
作
品
に
つ
い
て
、
﹁
非
常

に
理
智
的
で
読
ん
で
ゐ
て
は
面
白
い
。
書
き
方
も
平
明
だ
。
体
か
ら
出
て
来
る

何
か
力
強
い
押
し
て
来
る
も
の
が
な
い
﹂
と
、
そ
の
理
知
性
を
評
価
し
な
が
ら

も
、
多
分
に
感
覚
的
な
物
言
い
で
、﹁
体
か
ら
出
て
来
る
﹂
迫
力
が
な
い
点
を
否

定
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
言
は
、
中
村
光
夫
﹁
芥
川
龍
之
介
の
晩

年
﹂
︵
﹃
文
芸
﹄
一
九
三
六
・
四
︶
が
、
芥
川
の
﹁
は
じ
め
て
自
己
の
姿
を
語
つ

た
晩
年
の
諸
作
﹂
に
つ
い
て
、﹁
な
る
ほ
ど
氏
の
言
葉
は
所
々
で
烈
し
く
痛
ま
し

い
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
自
己
を
語
る
こ
と
に
焦
り
な
が
ら
そ
の
表
現
を

得
ら
れ
な
か
つ
た
作
家
の
性
急
な
感
想
文
だ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
た

よ
う
な
、
自
分
自
身
に
迫
る
表
現
を
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
批
判

と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
間
宮
茂
輔
﹁
文
芸
時
評
﹂︵
﹃
文
芸
評
論
﹄
一
九
三
六
・

六
︶
が
、﹁
有
島
武
郎
、
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
は
、
イ
ン
テ
リ
自
由
主
義
作
家
が

そ
の
支
柱
と
た
の
む
自
身
の
智
性
だ
け
で
は
最
早
や
文
学
し
て
ゆ
く
こ
と
の
不

可
能
な
結
果
、
遂
に
死
を
選
ん
だ
も
の
と
し
て
此
の
こ
と
を
物
語
る
代
表
的
出

来
事
で
あ
つ
た
﹂
と
総
括
的
に
述
べ
る
よ
う
に
、
芥
川
龍
之
介
は
知
性
と
と
も

に
そ
の
脆
弱
さ
も
合
わ
せ
て
象
徴
的
に
こ
の
時
期
に
再
話
さ
れ
る
存
在
だ
っ
た

と
言
え
る 注

。
15

三

﹁
普
賢
﹂
六
章
で
は
﹁
お
れ
は
何
か
⋮
⋮
さ
う
、
欠
陥
と
い
つ
て
お
か
う
、

何
か
欠
陥
が
あ
る
ん
だ
ね
。
何
か
現
代
に
の
さ
ば
つ
て
生
き
る
の
に
不
適
当
な

も
の
が
。
﹂
で
は
じ
ま
る
庵
文
蔵
の
長
い
独
白
の
な
か
に
、
﹁
字
を
な
ら
べ
る
、

そ
れ
が
何
か
を
あ
ら
は
す
。
不
思
議
な
習
慣
が
あ
つ
た
も
の
だ
。
そ
の
代
り
、

お
れ
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
の
中
で
も
と
く
に
ま
づ
い
焼
酎

が
。
こ
の
ま
づ
さ
で
人
間
く
さ
い
精
根
を
削
り
落
す
の
が
わ
が
転
生
の
秘
密

さ
﹂
と
の
言
葉
が
あ
り
、﹁
根
本
智
の
所
有
者
文
殊
に
と
つ
て
文
字
は
不
要 注

﹂
と
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い
う
知
性
と
と
も
に
、
俗
世
を
厭
う
理
想
的
・
観
念
的
な
彼
の
在
り
方
が
象
徴

的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
後
に
続
く
議
論
の
な
か
で
﹁
わ
た
し
﹂
が
あ
く
ま

で
︿
書
く
﹀
こ
と
に
こ
だ
わ
り
、﹁
難
易
両
行
の
裏
表
、
有
漏
路
無
漏
路
の
行
き

通
ひ
を
ち
や
ん
と
文
字
に
立
て
て
此
世
を
顚
倒
さ
せ
る
願
望
﹂
を
﹁
普
賢
利
生

記
の
図
柄
﹂
と
し
て
語
る
と
、
文
蔵
と
の
あ
い
だ
で
次
の
よ
う
な
応
酬
が
行
わ

れ
る
。﹁

利
生
記
⋮
⋮
泥
の
曼
陀
羅
の
上
を
薄
ぎ
た
な
く
這
ひ
ま
は
る
こ
と
が
そ

ん
な
に
自
慢
か
。
そ
れ
で
生
き
抜
い
た
と
で
も
ぬ
か
す
ん
だ
ら
う
。
死
に

抜
い
た
な
き
が
ら
が
菩
薩
と
な
り
、
か
ら
か
ら
と
笑
つ
て
、
雲
に
乗
つ
て

飛
び
去
つ
た
ら
ど
う
す
る
ん
だ
。
ざ
ま
ア
見
ろ
だ
。
﹂
﹁
ど
ん
な
間
の
抜
け

た
菩
薩
に
な
ら
う
と
き
み
の
勝
手
だ
が
、
普
賢
菩
薩
が
雲
の
上
に
ゐ
る
と

六



思
ふ
な
ら
と
ん
だ
見
当
ち
が
へ
だ
。
は
つ
き
り
い
つ
て
聞
か
せ
る
が
、
こ

の
辺
土
に
示
現
さ
せ
た
ま
へ
ば
こ
そ
普
賢
は
菩
薩
な
ん
だ
。
﹂
︹
六
︺

現
実
の
世
の
中
に
対
す
る
両
者
の
見
解
の
違
い
が
見
て
取
れ
る
が
、
現
実
社

会
を
蔑
視
す
る
庵
文
蔵
が
自
殺
し
、
現
世
に
こ
だ
わ
る
﹁
わ
た
し
﹂
が
再
出
発

を
決
意
す
る
作
品
の
ラ
ス
ト
は
、
こ
う
し
た
姿
勢
の
違
い
に
も
当
然
対
応
し
て

い
る
。

現
世
を
厭
い
自
殺
す
る
人
物
。
実
は
﹁
普
賢
﹂
か
ら
お
よ
そ
三
年
後
に
発
表

す
る
小
説
﹁
白
描
﹂
︵
﹃
長
篇
文
庫
﹄
一
九
三
九
・
三
～
六
、
八
～
九
︶
に
お
い

て
も
、
石
川
淳
は
こ
う
し
た
像
に
当
て
は
ま
る
人
物
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
そ

れ
は
画
家
・
盛
大
介
で
あ
る
が
、﹁
白
描
﹂
十
三
章
の
彼
の
長
い
独
白
で
は
、﹁
僕

の
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
、
こ
こ
に
二
つ
の
場
所
、
二
重
の
線
が
あ
る
の
で

す
。
す
な
は
ち
、
目
的
に
向
つ
て
際
限
な
く
伸
び
て
ゐ
る
線
と
、
そ
の
下
で
生

活
の
中
を
ね
ち
ね
ち
縫
つ
て
行
く
線
と
﹂
と
、
自
ら
の
行
為
に
関
連
す
る
理
念

的
な
﹁
努
力
の
線
﹂
と
、
﹁
そ
の
下
で
生
活
の
中
を
ね
ち
ね
ち
縫
つ
て
行
く
線
﹂

の
二
つ
の
線
を
述
べ
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
、
行
為
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
連
続
し
、
集
積
し
、
合
体
し
た
場
合
、
そ

の
行
為
の
か
た
ま
り
に
つ
い
て
は
、
ぼ
く
は
も
う
上
の
線
の
こ
と
だ
け
で

い
つ
ぱ
い
で
、
そ
れ
が
下
の
線
、
地
べ
た
を
低
く
這
ひ
ず
る
線
に
掠
め
落

ち
た
影
に
ま
で
は
、
と
て
も
手
が
ま
は
り
き
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
ぼ

く
の
非
力
と
か
怠
慢
と
か
い
つ
た
の
で
は
か
た
づ
き
ま
せ
ん
。
元
来
、
ぼ

く
の
努
力
は
上
の
線
に
の
み
存
す
る
の
で
す
か
ら
。
︹
⋮
︺
か
く
て
、
ぼ
く

に
と
つ
て
は
、
上
の
線
で
の
努
力
が
つ
づ
け
ら
れ
る
に
応
じ
て
、
下
の
線

に
う
つ
る
影
は
ま
す
ま
す
濃
く
、
ぼ
く
が
そ
れ
に
つ
い
て
無
意
識
で
し
か

あ
り
え
な
い
や
う
な
行
為
の
か
た
ま
り
が
刻
刻
に
充
満
し
、
腐
敗
し
、
日

日
の
生
活
を
梗
塞
し
て
し
ま
ふ
の
で
す
。

︿
理
想
﹀
と
︿
現
実
﹀
の
相
克
に
つ
い
て
独
白
し
た
盛
大
介
は
十
四
章
に
お

い
て
劇
的
な
か
た
ち
で
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を
遂
げ
て
お
り
、﹁
白
描
﹂
の
な
か
で
も

特
に
印
象
的
な
登
場
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
石
川
淳
没
後
の
﹃
す
ば
る
﹄
石
川

淳
追
悼
記
念
号
︵
一
九
八
八
・
四
︶
で
は
、
佐
々
木
基
一
・
中
村
真
一
郎
・
丸

谷
才
一
に
よ
る
鼎
談
﹁
石
川
淳
の
文
学
と
位
置
﹂
が
行
わ
れ
、
石
川
淳
の
芥
川

龍
之
介
へ
の
意
識
が
話
題
と
な
っ
た
際
に
、
以
下
の
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
て

い
る
。佐

々
木

﹃
白
描
﹄
の
中
で
天
才
芸
術
家
が
出
る
じ
ゃ
な
い
。
登
場
し
た

と
思
っ
た
ら
た
ち
ま
ち
自
殺
し
ち
ゃ
う
画
家
、
電
光
石
火
の
早
業
で
。
あ

れ
が
ど
う
も
芥
川
龍
之
介
を
モ
デ
ル
に
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
前
か
ら

思
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
。

丸
谷

そ
れ
は
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
ま
さ
し
く
そ
う
で
す

ね
。

佐
々
木

あ
れ
は
芥
川
龍
之
介
で
す
ね
。

中
村

そ
れ
は
僕
も
初
耳
だ
け
ど
、
非
常
に
肯
綮
に
あ
た
っ
て
い
る
ん

七



じ
ゃ
な
い
か
な
。

三
者
が
認
め
る
盛
大
介
に
漂
う
芥
川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
同
じ
く
現
実

を
厭
い
自
殺
を
遂
げ
る
﹁
普
賢
﹂
の
庵
文
蔵
に
も
十
分
に
重
ね
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

﹁
普
賢
﹂
発
表
の
同
時
代
言
説
に
お
い
て
芥
川
が
言
及
さ
れ
て
い
た
点
に
つ
い

て
は
前
節
で
確
認
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
た
う
え
で
改
め
て
本
作
品

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

﹁
わ
た
し
﹂
と
庵
文
蔵
が
﹁
普
賢
﹂
の
な
か
で
二
項
対
立
的
な
存
在
と
し
て

構
図
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、﹁
わ
た
し
﹂
が
作
中
で
書
き
記

す
︿
こ
と
ば
﹀
に
つ
い
て
も
二
項
対
立
的
な
構
図
が
あ
る
。
そ
れ
を
確
認
し
て

お
こ
う
。

こ
こ
に
人
間
の
死
に
ふ
れ
て
犬
の
死
を
想
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
ま
さ
に
わ

た
し
の
不
幸
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
不
幸
な
こ
と
は
わ
た
し
の
は
な
し

が
生
死
の
相
の
外
面
を
つ
る
り
と
上
す
べ
り
し
て
行
く
か
る
が
る
し
さ

で
、
わ
た
し
は
死
体
冒
瀆
に
つ
き
覿
面
の
罰
を
受
け
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
わ

た
し
が
吐
き
散
ら
し
て
ゐ
る
の
は
し
や
べ
る
こ
と
ば
で
し
か
な
い
が
ゆ
ゑ

に
、
声
帯
の
ふ
る
へ
、
舌
の
そ
よ
ぎ
が
理
性
の
襞
を
つ
ま
ら
せ
る
滓
と
な

つ
て
、
不
幸
の
核
心
に
突
き
入
る
力
を
う
し
な
は
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

宜
し
く
そ
の
無
用
の
滓
を
ほ
じ
り
出
す
と
こ
ろ
の
ペ
ン
を
取
つ
て
こ
そ
、

肉
体
の
臭
気
を
絶
縁
し
た
精
練
さ
れ
た
る
こ
と
ば
を
も
つ
て
こ
そ
⋮
⋮

︹
四
︺

お
組
の
母
の
死
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
の
箇
所
で
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
﹁
わ
た
し
﹂
の
い
ま
記
し
て
い
る
︿
こ
と
ば
﹀
と
は
﹁
し
や
べ
る
こ
と
ば
﹂

で
あ
り
、﹁
声
帯
の
ふ
る
へ
、
舌
の
そ
よ
ぎ
﹂
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
媒
介
す
る
肉

体
は
理
性
の
邪
魔
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
﹁
わ
た
し
﹂
は
、﹁
肉
体
の
臭

気
を
絶
縁
し
た
精
練
さ
れ
た
る
こ
と
ば
﹂
で
あ
る
︿
書
く
こ
と
ば
﹀
を
志
向
し

て
い
る
。

し
か
し
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
七
章
末
尾
に
置
か
れ

た
次
の
記
述
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
認
識
に
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
理

解
で
き
る
。

こ
こ
で
わ
た
し
の
舌
が
ま
だ
う
ご
い
て
ゐ
る
つ
い
で
に
ず
ば
り
と
い
つ
て

し
ま
へ
ば
、
じ
つ
は
わ
た
し
は
と
き
ど
き
深
夜
の
寝
床
を
蹴
つ
て
立
ち
上

り
、
突
然
﹁
死
な
う
﹂
と
さ
け
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
文

蔵
に
﹁
ま
だ
死
な
な
い
の
か
。
﹂
と
ひ
や
か
さ
れ
る
始
末
で
あ
る
が
、
わ
た

し
が
ま
だ
死
な
な
い
で
ゐ
る
秘
密
は
お
そ
ら
く
こ
の
さ
け
び
に
潜
ん
で
ゐ

る
ら
し
く
、﹁
死
な
う
﹂
と
い
ふ
こ
と
ば
の
活
力
が
一
刹
那
に
わ
た
し
の
息

を
吹
き
か
へ
さ
せ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
げ
ん
に
わ
た
し
が
黙
黙
と
死
に
つ

い
て
考
へ
て
ゐ
る
あ
ひ
だ
は
眼
前
の
闇
は
暗
澹
と
し
て
涯
な
く
、
﹁
死
な

八



う
﹂
と
さ
け
ん
だ
と
た
ん
、
た
ち
ま
ち
天
に
花
ふ
り
地
に
薫
立
ち
、
白
象

の
背
ゆ
た
か
に
ゆ
ら
ぎ
出
づ
る
衆
彩
荘
厳
の
菩
薩
の
か
ん
ば
せ
⋮
⋮
こ
の

と
き
、
普
賢
と
は
わ
た
し
に
と
つ
て
こヽ

とヽ

ばヽ

で
あ
る
。
︹
七
︺︹
傍
点
原
文
︺

こ
こ
で
頻
出
す
る
︿
さ
け
び
﹀
は
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
し
や
べ
る
こ
と
ば
﹂

に
属
す
る
が
、
そ
の
﹁
こ
と
ば
の
活
力
﹂
が
﹁
わ
た
し
の
息
を
吹
き
か
へ
さ
せ
﹂
、

そ
れ
が
普
賢
顕
現
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
四
章
で
は
否
定
的
に
記
述
さ
れ
て

い
た
、
肉
体
と
結
び
つ
い
た
﹁
し
や
べ
る
こ
と
ば
﹂
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と

重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
作
品
の
終
盤
、
ユ
カ
リ
と
の
再
会
後
に
警
察
か

ら
逃
れ
た
﹁
わ
た
し
﹂
が
綱
と
と
も
に
迎
え
た
朝
、
自
分
の
今
後
に
つ
い
て
述

べ
る
箇
所
に
も
︿
さ
け
び
﹀
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
平
常
の
わ
た
し
な
ら
ば
市
井
の
塵
埃
に
堪
へ
ぬ
お
洒
落
な
顔
を

気
魄
衰
弱
症
と
見
て
、
高
潔
ら
し
い
天
地
山
川
の
歌
を
銀
流
し
の
詠
歎
と

あ
ざ
笑
ふ
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
が
、
今
や
わ
が
絶
叫
は
わ
が
生
理
に
ほ
か
な

ら
ず
、
さ
う
だ
、
汽
車
に
乗
ら
う
、
汽
船
に
乗
ら
う
、
汽
笛
を
鳴
ら
し
て

疾
走
す
る
も
の
に
乗
ら
う
と
、
わ
た
し
は
が
ば
と
ベ
ッ
ド
の
外
に
跳
ね
出

し
、
べ
と
つ
く
綱
の
手
か
ら
上
著
を
引
つ
た
く
つ
て
、
さ
て
ど
こ
へ
行
か

う
、
ま
づ
金
銭
を
ど
う
し
よ
う
。
︹
十
一
︺

こ
の
直
後
に
も
﹁
わ
た
し
﹂
は
、﹁
今
は
わ
が
生
理
を
信
ず
る
ほ
か
道
は
な
い

の
だ
﹂
と
語
っ
て
お
り
、︿
肉
体
﹀
へ
の
接
近
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
終

の
十
二
章
に
お
い
て
、
綱
を
奪
回
す
る
決
意
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
も
い
た
。

だ
が
、
こ
こ
に
わ
た
し
が
相
手
を
な
だ
め
る
で
も
な
く
揶
揄
す
る
で
も
な

く
見
立
て
ら
れ
た
岩
の
ご
と
く
黙
し
た
ま
ま
で
ゐ
た
の
は
、
わ
た
し
自
身

突
然
あ
る
強
烈
な
感
情
に
刺
し
抜
か
れ
た
ゆ
ゑ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
嫉
妬

⋮
⋮
さ
う
い
つ
て
お
か
う
、
ま
さ
し
く
今
わ
た
し
は
溌
剌
た
る
綱
の
肉
体

よ
り
ほ
か
の
も
の
を
考
へ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
ユ
カ
リ
の
雲
の
梯
子
か
ら
突

き
落
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
こ
の
肉
塊
の
上
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
が
拾
得

の
箒
に
す
が
り
普
賢
の
大
道
に
立
ち
直
る
べ
き
地
盤
は
他
の
ど
こ
に
探
し

う
る
の
か
。
︹
十
二
︺

﹁
普
賢
の
大
道
に
立
ち
直
る
べ
き
地
盤
﹂
が
﹁
綱
の
肉
体
﹂
で
あ
る
と
述
べ

る
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、﹁
わ
た
し
﹂
の
︿
肉
体
﹀
へ
の
接
近
と
自
覚
が
は
っ
き

り
と
見
て
取
れ
る 注

。
ま
た
先
に
見
た
︿
書
く
こ
と
ば
﹀
と
︿
し
ゃ
べ
る
こ
と
ば
﹀

17

の
対
比
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
︿
肉
体
﹀
は
︿
知
性
﹀
あ
る
い
は
︿
理
想
・

観
念
﹀
と
対
立
の
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
前
節
に
お
い
て

確
認
し
た
よ
う
に
﹁
普
賢
﹂
の
作
品
構
造
が
二
項
対
立
か
ら
の
一
方
の
選
択
で

は
な
く
、
一
元
化
と
い
う
方
向
が
読
み
取
れ
る
以
上
、
こ
れ
も
安
易
な
︿
肉
体
﹀

の
選
択
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、﹁
普
賢
﹂
発
表
の
前
年
に

石
川
が
発
表
し
た
小
説
﹁
佳
人
﹂
に
お
い
て
も
、
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
の
﹁
わ

た
し
﹂
が
自
殺
に
失
敗
し
た
あ
と
、
自
ら
の
肉
体
を
制
御
で
き
な
く
な
る
様
子

が
描
か
れ 注

、
性
欲
の
発
露
を
示
し
て
終
わ
る
結
末
か
ら
は
、︿
肉
体
﹀
に
つ
い
て

18
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の
こ
の
時
期
の
石
川
の
注
目
も
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
、︿
肉
体
﹀
へ
の
注
目
は
石
川
固
有
の
問
題
意
識
で
は
な
く
、﹁
普
賢
﹂

に
も
引
用
さ
れ
る
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
が
、
同
時
代
文
壇
に
お
い
て
性
／
肉
体

の
問
題
を
前
面
に
打
ち
出
す
か
た
ち
で
語
ら
れ
る
な
ど
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る

問
題
で
あ
っ
た 注

。
三
木
清
﹁
肉
体
の
問
題
﹂
︵
﹃
文
芸
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
を
見

19

て
み
よ
う
。

そ
し
て
以
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
た
の
も
、
人
間
の

類
型
化
と
か
作
品
の
肉
体
性
の
稀
薄
と
か
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
肉
体
の

問
題
の
反
面
に
つ
ね
に
含
ま
れ
る
問
題
で
あ
り
、
前
の
問
題
を
無
視
し
た

後
の
問
題
の
考
察
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
こ
の
頃
正
宗
小

林
両
氏
の
間
の
ト
ル
ス
ト
イ
に
関
す
る
論
争
も
、
思
想
と
実
生
活
の
問
題

と
し
て
か
か
る
問
題
の
提
出
の
ひ
と
つ
の
場
合
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
肉
体
の
問
題
を
正
し
く
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
作
品
の
社
会
性

や
思
想
性
の
問
題
も
十
分
に
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。

文
学
作
品
の
抽
象
的
な
側
面
で
あ
る
社
会
性
・
思
想
性
を
考
え
る
た
め
に
も
、

︿
肉
体
﹀
の
問
題
を
重
視
す
る
三
木
は
こ
の
あ
と
、
﹁
芸
術
に
お
い
て
は
思
想
も

肉
体
化
さ
れ
て
現
実
的
と
な
り
、
具
象
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
へ
ら
れ
る
﹂

と
結
論
付
け
、﹁
思
想
﹂
を
﹁
肉
体
化
﹂
す
る
と
い
う
あ
る
種
の
一
元
化
の
方
向

を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
正
宗
白
鳥
と
小
林
秀
雄
に
よ
る
︿
思
想
と
実
生
活
﹀

論
争
を
、︿
肉
体
﹀
の
問
題
の
一
つ
の
表
出
と
し
て
三
木
が
考
え
て
い
る
点
も
注

目
に
価
す
る
。

同
時
代
文
壇
の
問
題
に
反
応
し
た
三
木
の
こ
う
し
た
発
想
と
、﹁
普
賢
﹂
の
作

品
構
造
が
強
く
共
振
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う 注

。
20

﹁
普
賢
﹂
の
﹁
わ
た
し
﹂
が
同
時
代
文
壇
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
た
︿
肉
体
﹀

と
関
連
付
け
ら
れ
る
点
を
考
え
れ
ば
、
作
中
で
対
と
な
っ
て
い
る
庵
文
蔵
︵
の

自
殺
︶
に
、
や
は
り
同
時
代
に
お
い
て
︿
知
性
﹀
と
と
も
に
語
ら
れ
て
い
た
芥

川
龍
之
介
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
象
徴
的
だ
。
作
品
末
尾

で
描
か
れ
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
新
た
な
る
出
発
と
庵
文
蔵
の
死
。
そ
れ
は
当
時
の

シ
ェ
ス
ト
フ
ブ
ー
ム
を
牽
引
し
た
阿
部
六
郎
が
﹁
現
代
文
学
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
﹂

︵
﹃
文
芸
﹄
一
九
三
五
・
一
〇
︶
の
な
か
で
、
芥
川
の
自
殺
と
彼
の
晩
年
の
小
説

﹁
河
童
﹂
に
つ
い
て
記
し
た
次
の
言
葉
に
も
重
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

あ
そ
こ
は
芥
川
氏
の
終
末
で
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
吾
々
の
出
発
点
で
あ
る
。

吾
々
は
自
意
識
ひ
と
つ
に
追
ひ
つ
め
ら
れ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
寧
ろ
こ
れ

ひ
と
つ
で
あ
る
ほ
ど
、
ふ
て
ぶ
て
し
く
こ
れ
に
拠
つ
て
ニ
ヒ
ル
に
抵
抗
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

﹁
芥
川
氏
の
終
末
﹂
こ
そ
が
﹁
吾
々
の
出
発
点
﹂
で
あ
る
と
い
う
発
言
。
し

か
し
こ
れ
と
近
似
す
る
よ
う
に
見
え
る
﹁
普
賢
﹂
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
﹁
わ
た
し
﹂
が
﹁
綱
を
奪
回
す
る
﹂
と
い
う
﹁
緊
密
な
る
出
発
の
決
心
﹂

を
し
た
直
後
に
庵
文
蔵
の
自
殺
が
暗
示
さ
れ
、
作
品
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
﹁
普
賢
﹂
に
は
文
蔵
の
他
に
、
お
組
と
そ
の
母
の
死
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

一
〇



お
組
の
母
の
死
に
つ
い
て
、﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
人
間
と
い
ふ
よ
り
も
犬
の
ご
と
き
﹂

も
の
と
し
て
語
り
、
お
組
の
死
に
つ
い
て
は
そ
の
肉
体
の
様
相
に
圧
倒
さ
れ
、

﹁
語
る
べ
き
こ
と
ば
を
知
ら
ず
、
ま
た
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
﹂
と
言
い
な
が

ら
も
、
彼
女
の
肉
体
の
示
す
醜
悪
な
姿
態
と
本
能
を
迫
力
を
も
っ
て
書
き
記
す
。

こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
肉
体
の
死
の
描
写
と
対
照
的
に
、
作
品
末
尾
に
お
け
る
文

蔵
の
死
に
つ
い
て
は
﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
鉄
壁
の
硬
さ
で
刎
ね
か
へ
さ
れ
﹂
、
そ
の

様
子
は
具
体
的
に
語
ら
れ
な
い
ま
ま
作
品
は
終
わ
る
。

こ
う
し
た
結
末
は
言
語
遂
行
の
面
で
言
え
ば
、
安
西
晋
二
が
言
う
よ
う
に
、

﹁
︿
し
ゃ
べ
る
﹀
言
葉
と
書
き
言
葉
﹂
の
限
界
を
提
示
し
た
う
え
で
の
、﹁
新
た
な

言
葉
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
く
と
い
う
文
学
的
な
態
度
の
表
明
﹂
と
も
考
え

ら
れ
る
し 注

、
よ
り
抽
象
的
な
二
項
対
立
的
テ
ー
マ

︿
理
想
と
現
実
﹀

か
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ら
考
え
れ
ば
、
安
藤
宏
が
指
摘
す
る
﹁
決
し
て
︿
わ
た
し
﹀
に
解
決
を
与
え
ず
、

あ
く
ま
で
も
﹁
理
想
﹂
と
﹁
現
実
﹂
と
の
﹁
あ
い
だ
﹂
を
彷
徨
さ
せ
て
ゆ
く 注

﹂
22

本
作
品
の
姿
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。

﹁
わ
た
し
﹂
が
辿
り
着
い
た
の
が
、
安
易
な
二
者
択
一
で
も
な
く
、
予
定
調

和
的
な
一
元
化
で
も
な
い
、
二
項
を
睨
み
な
が
ら
の
永
続
的
な
彷
徨
を
予
感
さ

せ
る
地
点
な
ら
ば
、﹁
普
賢
﹂
発
表
の
同
時
代
文
壇
に
お
い
て
、
芥
川
龍
之
介
を

︿
肉
体
︵
現
実
・
生
活
︶
性
の
欠
け
た
知
性
﹀
と
捉
え
、
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象

と
し
て
語
る
土
壌
が
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

ブ
ラ
ジ
ル
移
民
た
ち
の
渡
航
ま
で
の
生
活
を
描
い
た
、
第
一
回
芥
川
賞
受
賞

作
・
石
川
達
三
﹁
蒼
氓
﹂︵
﹃
星
座
﹄
一
九
三
五
・
四
︶
を
論
じ
た
松
本
和
也
は
、

﹁
蒼
氓
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
を
分
析
し
、
社
会
的
な
題
材
を
扱
お
う
と
す
る
同
時
代

文
学
︵
文
壇
︶
の
︿
社
会
性
﹀
の
欲
望
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
松
本
は
さ

ら
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
代
表
例
と
し
て
小
林
多
喜
二
﹁
蟹
工
船
﹂
︵
﹃
戦

旗
﹄
一
九
二
九
・
五
～
六
︶
に
言
及
し
、︿
集
団
﹀
を
描
く
リ
ア
リ
ズ
ム
や
社
会

的
な
題
材
の
採
用
と
い
う
﹁
蒼
氓
﹂
と
﹁
蟹
工
船
﹂
の
共
通
点
を
指
摘
し
た
う

え
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
二
作
を
昭
和
一
〇
年
代
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
い
て

み
る
な
ら
ば
、
双
方
と
も
個
人
の
自
我
や
体
験
を
綴
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文

学

-
私
小
説
へ
の
抵
抗
と
し
て
登
場
し
た
小
説
で
あ
る
。
一
度
は
大
正
期

の
私
小
説
・
心
境
小
説
の
瀰
漫
の
後
に
、
も
う
一
度
は
私
小
説
の
形
式
に

拠
っ
た
転
向
小
説
が
一
挙
に
書
か
れ
た
後
に
。
そ
の
意
味
で
右
の
共
通
点

は
偶
然
で
は
な
く
、
両
作
が
書
か
れ
た
背
後
に
〝
文
学
に
お
け
る
社
会
性
〟

へ
の
欲
望
が
潜
在
的
な
水
脈
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
だ 注

。
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昭
和
初
年
代
と
昭
和
十
年
前
後
を
︿
文
学
の
社
会
性
﹀
で
つ
な
ぐ
松
本
の
指

摘
は
重
要
だ
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
二
つ
の
時
代
は
芥
川
に
つ
い
て
の
言
説
が

見
ら
れ
る
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
九
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
に
﹃
改

造
﹄
懸
賞
評
論
に
一
等
当
選
し
、
同
年
八
月
号
の
﹃
改
造
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
宮

本
顕
治
﹁
﹁
敗
北
﹂
の
文
学
﹂︵
次
点
は
小
林
秀
雄
﹁
様
々
な
る
意
匠
﹂
︶
が
、
芥

川
の
自
殺
︵
一
九
二
七
年
七
月
︶
の
痛
ま
し
さ
と
切
実
さ
を
論
じ
な
が
ら
も
、

一
一



そ
れ
故
に
そ
の
死
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
限
界
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
隆
盛

を
印
象
付
け
る
出
来
事
と
し
て
象
徴
化
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
後
一
九
三
五
︵
昭
和
一
〇
︶
年
前
後
に
も
、
芥
川
が
現
実
生
活
に
敗
れ
る
知

性
と
し
て
文
壇
周
辺
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
本
稿
が
す
で
に
述
べ
て

き
た
。
つ
ま
り
︿
文
学
の
社
会
性
﹀
へ
の
志
向
が
高
ま
る
ど
ち
ら
の
時
代
に
お

い
て
も
、
芥
川
龍
之
介
は
敗
れ
る
︵
乗
り
越
え
ら
れ
る
︶
存
在
と
し
て
表
象
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、﹁
普
賢
﹂
に
お
け
る
庵
文
蔵
︵
の
死
︶
が
同
時
代
の
こ
う
し
た
芥
川
像

に
交
叉
し
た
と
き
、
文
蔵
の
死
に
よ
っ
て
﹁
緊
密
な
る
出
発
﹂
後
の
困
難
が
予

想
さ
れ
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
姿
は
、
脆
弱
な
知
性
を
乗
り
越
え
る
と
い
う
か
け
声

の
も
と
で
︿
文
学
の
社
会
性
﹀
に
向
か
う
、
一
見
発
展
的
に
も
見
え
る
安
定
的

な
同
時
代
文
学
の
モ
ー
ド
と
は
お
よ
そ
懸
け
離
れ
て
い
る
。
こ
の
後
一
九
三
七

年
七
月
の
盧
溝
橋
事
件
を
経
て
戦
時
下
へ
と
入
っ
て
い
く
日
本
で
は
、
戦
争
・

戦
地
を
題
材
に
と
っ
た
︿
社
会
的
﹀
な
文
学
作
品
が
次
々
と
発
表
・
受
容
さ
れ

て
い
く
が
、
そ
う
し
た
戦
時
下
の
文
壇
状
況
と
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
た

石
川
淳
の
営
為
を
改
め
て
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
文
壇
の
動
向
を
含
め
た
同
時
代

状
況
へ
の
批
判
的
な
態
度
と
そ
の
強
度
は
す
で
に
﹁
普
賢
﹂
に
強
く
表
れ
て
い

た
と
言
え
る
だ
ろ
う 注

。
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五

さ
て
こ
の
時
期
、
芥
川
に
つ
い
て
作
品
の
な
か
で
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
た

作
家
と
し
て
坂
口
安
吾
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
安
吾
の
書
下
ろ
し

長
篇
小
説
﹁
吹
雪
物
語
﹂︵
竹
村
書
房
、
一
九
三
八
・
七
︶
は
、
石
川
淳
﹁
普
賢
﹂

が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
六
年
に
執
筆
が
始
ま
っ
て
い
る
。
帰
郷
し
た
青
木
卓
一

を
主
人
公
と
し
て
、
新
潟
を
舞
台
に
か
つ
て
の
恋
人
・
古
川
澄
江
や
嘉
村
由
子

と
の
恋
愛
お
よ
び
そ
の
苦
悩
を
主
筋
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
と
ス
ト
ー
リ
ー
が

複
雑
に
絡
み
合
っ
て
展
開
す
る
﹁
吹
雪
物
語
﹂
は
、
後
に
安
吾
自
身
に
よ
っ
て

︿
失
敗
作
﹀
と
呼
ば
れ
る
。
本
作
品
の
テ
ー
マ
を
一
口
で
説
明
す
る
の
は
困
難

だ
が
、
第
一
章
に
は
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

ま
こ
と
の
愛
は
、
怖
れ
の
な
か
に
、
あ
る
の
だ
ら
う
か
。
こ
れ
も
奇
矯

だ
。
然
し
愛
情
は
甘
く
な
い
の
だ
。
ま
た
愛
情
は
、
肉
体
を
超
え
て
、
有

り
う
る
だ
ら
う
か
。
む
し
ろ
ま
こ
と
の
愛
情
は
、
肉
体
を
怖
れ
る
こ
と
が

な
い
だ
ら
う
か
。
︹
⋮
︺
然
し
と
か
く
人
間
は
、
聖
母
の
姿
を
胸
に
秘
め
て

ゐ
や
す
い
の
だ
。
愛
の
対
象
に
、
ひ
と
つ
の
神
格
を
与
え
た
く
な
つ
て
し

ま
ふ
ら
し
い
。
こ
れ
は
純
粋
な
恋
で
は
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
肉
体
の

も
と
め
る
恋
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
は
ば
人
生
観
的
な
、
思
想
活
動
と

結
び
つ
い
た
、
極
め
て
理
知
的
な
工
作
で
も
あ
ら
う
。
︹
一
︺

愛
を
め
ぐ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
の
箇
所
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、﹁
普
賢
﹂
と
同
じ

一
二



く
﹁
吹
雪
物
語
﹂
の
持
つ
テ
ー
マ
の
一
つ
に
﹁
理
知
﹂
と
﹁
肉
体
﹂
の
二
項
対

立
が
あ
る
。
﹁
理
知
﹂
の
人
と
規
定
さ
れ
る
主
人
公
・
卓
一
の
恋
愛
は
、
︿
理
知

の
恋
﹀
と
︿
肉
体
の
恋
﹀
、
そ
し
て
古
川
澄
江
と
嘉
村
由
子
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
進

む
が
、
結
局
成
就
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
作
品
終
盤
の
第
七
章
に
お
い
て

卓
一
は
芥
川
の
自
殺
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
。

尤
も
稀
に
は
、
ど
う
し
て
も
死
ぬ
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
と
思
へ
る
や

う
な
自
殺
の
場
合
が
な
い
で
も
な
い
ね
。
芥
川
龍
之
介
の
場
合
が
ほ
ぼ
さ

う
い
ふ
自
殺
の
例
で
は
な
い
か
と
僕
は
考
へ
て
ゐ
る
の
だ
。
あ
の
人
は
自

分
の
生
活
や
生
命
の
滲
ん
だ
ま
こ
と
の
眼
、
ま
こ
と
の
教
養
と
い
ふ
も
の

を
知
ら
な
か
つ
た
。
よ
そ
か
ら
借
り
た
博
識
で
芸
術
ら
し
き
も
の
を
創
つ

て
ゐ
た
の
だ
ね
。
そ
の
博
識
が
ま
こ
と
の
教
養
に
敗
れ
た
の
だ
。
あ
の
人

の
自
殺
は
さ
う
い
ふ
も
の
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
︹
⋮
︺
知
性
の
極
北
に
さ

ぐ
り
あ
て
た
失
意
、
寂
寥
と
い
ふ
気
が
す
る
の
だ
。
誠
実
な
生
活
を
も
た

な
か
つ
た
芥
川
は
、
一
農
民
の
誠
実
な
、
然
し
平
凡
な
生
活
に
す
ら
完
全

に
敗
北
を
覚
え
た
の
だ
ら
う
。
結
局
彼
の
敗
北
は
誠
実
き
は
ま
る
も
の
だ

つ
た
の
だ
。
死
な
ざ
る
を
得
な
い
極
地
の
も
の
が
あ
る
と
言
つ
て
い
い
や

う
に
思
へ
る
。
恐
ら
く
最
も
悲
劇
的
な
自
殺
の
ひ
と
つ
だ
と
僕
は
信
じ
て

ゐ
る
の
だ
ね
。
知
性
の
す
べ
て
を
あ
げ
て
悪
闘
し
、
な
ほ
か
つ
悲
痛
な
敗

北
の
み
が
あ
つ
た
の
だ
か
ら
、
や
む
を
得
な
い
と
思
ふ
の
だ
。
貧
乏
と
か
、

病
気
と
か
、
失
恋
と
か
、
誠
実
な
知
的
内
省
を
賭
け
な
い
失
意
感
と
か
敗

北
感
と
か
寂
寥
と
か
、
さ
う
い
ふ
も
の
は
自
殺
の
決
定
的
な
原
因
に
は
な

ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
死
な
な
く
と
も
済
む
も
の
だ
よ
。
単
に
偶
然
の
き

つ
か
け
で
死
ぬ
に
す
ぎ
な
い
。
芥
川
の
場
合
は
さ
う
い
ふ
も
の
で
は
な
か

つ
た
の
だ
。
︹
七
︺

誠
実
な
生
活
を
持
た
な
か
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
知
性
を
賭
け
た
悲
劇
的
な
自

殺
。
そ
し
て
続
く
箇
所
で
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
彼
の
自
殺
は
一
見
鼻
持
ち
な
ら
ぬ
安
つ
ぽ
さ
を
漂
は
し
、
芝
居

気
た
つ
ぷ
り
、
衒
気
い
つ
ぱ
い
の
も
の
に
見
え
る
。
人
々
は
そ
の
外
見
に

顰
蹙
し
て
彼
の
死
を
い
い
加
減
に
見
あ
や
ま
り
が
ち
だ
が
、
僕
は
然
し
彼

の
死
は
日
本
に
稀
れ
な
悲
劇
的
な
内
容
を
も
つ
た
も
の
だ
と
信
じ
ざ
る
を

得
な
い
の
だ
。
︹
七
︺

芥
川
の
死
に
つ
い
て
世
間
が
受
け
取
っ
た
﹁
芝
居
気
﹂
を
語
る
卓
一
は
そ
れ

で
も
彼
の
死
を
﹁
日
本
に
稀
れ
な
悲
劇
﹂
と
し
て
語
る
。
こ
の
直
後
に
芥
川
の

死
と
﹁
逆
の
場
合
﹂
と
し
て
、﹁
極
北
の
知
性
を
賭
け
た
も
の
で
は
な
﹂
い
牧
野

信
一
の
自
殺
を
卓
一
は
挙
げ
る
。

﹁
吹
雪
物
語
﹂
で
芥
川
に
つ
い
て
語
る
こ
の
箇
所
が
、
本
稿
第
一
節
で
確
認

し
た
牧
野
の
自
殺
と
と
も
に
語
ら
れ
た
芥
川
言
説
と
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る

の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
注
目
し
た
い
の
は
、︿
誠
実
な
生
活
が
な
か
っ

た
﹀︿
芝
居
気
が
あ
る
﹀
と
い
う
否
定
的
な
同
時
代
文
脈
を
認
め
つ
つ
、
そ
の
︿
知

性
﹀
を
賭
け
た
自
殺
の
有
り
様
を
、
日
本
で
も
稀
な
悲
劇
的
で
誠
実
な
敗
北
と

一
三



捉
え
、
改
め
て
語
っ
て
い
る
点
で
あ
る 注

。
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こ
の
長
篇
小
説
は
、︿
理
知
﹀
の
人
で
あ
る
卓
一
が
︿
肉
体
﹀
の
誘
惑
に
落
ち

込
ん
だ
一
面
を
語
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
感
想
が
挿
入
さ
れ
た
、
極
端
に
短
い
第
八

章
に
よ
っ
て
性
急
に
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
卓
一
の
︿
肉
体
﹀
へ
の
接
近
が
示

さ
れ
る
こ
の
結
末
は
、︿
理
知
﹀
と
︿
肉
体
﹀
の
統
合
と
い
う
よ
う
な
地
点
に
は

至
ら
な
い
も
の
の
、
両
者
を
抱
え
る
卓
一
の
困ヽ

難ヽ

なヽ

姿
が
表
れ
て
い
る
点
は
石

川
﹁
普
賢
﹂
と
も
類
似
す
る
。
加
え
て
小
説
執
筆
開
始
の
一
九
三
六
年
に
存
在

し
て
い
た
芥
川
の
死
を
め
ぐ
る
同
時
代
言
説
を
明
ら
か
に
踏
ま
え
て
芥
川
の

︿
知
性
﹀
の
誠
実
さ
を
語
る
テ
ク
ス
ト
の
在
り
方
は
、
芥
川
の
死
を
す
で
に
過
去

の
も
の

乗
り
越
え
る
も
の

と
し
て
安
易
に
そ
の
知
性
を
語
る
の
で
は

な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
継
続
的
な
再
審
に
価
す
る
も
の
と
し
て
粘
り
強
く
語

る
点
で
、
や
は
り
﹁
普
賢
﹂
と
も
ひ
そ
か
な
水
脈
で
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
こ
で
も
う
一
人
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
作
家
が
太
宰
治
で
あ

る
。
太
宰
治
も
石
川
淳
と
同
じ
く
一
九
三
五
年
前
後
に
文
壇
に
登
場
す
る
作
家

で
あ
る
が
、
そ
の
登
場
に
は
芥
川
龍
之
介
の
名
前
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

太
宰
が
そ
の
生
涯
で
数
度
に
わ
た
る
自
殺
未
遂
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
弘
前
高
等
学
校
在
学
中
の
カ
ル
モ
チ
ン
に
よ
る
自
殺
未
遂
︵
一

九
二
九
年
︶
や
、
田
部
シ
メ
子
と
の
心
中
未
遂
︵
一
九
三
〇
年
︶
に
続
き
、
大

学
卒
業
が
絶
望
的
と
な
り
、
都
新
聞
の
入
社
試
験
に
も
失
敗
し
た
一
九
三
五
年

三
月
に
は
自
殺
を
仄
め
か
し
た
鎌
倉
へ
の
失
踪
事
件
を
起
こ
し
て
い
る
。
文
壇

的
に
は
ま
だ
知
名
度
の
低
か
っ
た
太
宰
治
の
失
踪
騒
ぎ
を
メ
デ
ィ
ア
は
芥
川
龍

之
介
の
名
前
を
登
場
さ
せ
語
っ
て
い
る
。

﹃
国
民
新
聞
﹄
の
一
九
三
五
年
三
月
一
七
日
の
記
事
で
は
、﹁
芥
川
宗
の
太
宰

治
君
／
突
然
行
方
晦
す
﹂
の
タ
イ
ト
ル
で
事
件
を
紹
介
し
、﹁
厭
世
か
ら
自
殺
の

虞
れ
﹂
が
あ
る
こ
と
を
記
し
た
う
え
で
、﹁
故
芥
川
龍
之
介
の
死
を
讃
美
し
厭
世

的
な
事
を
口
走
つ
て
ゐ
た
﹂
と
太
宰
治
と
芥
川
を
積
極
的
に
結
び
つ
け
、
同
日

の
﹃
読
売
新
聞
﹄
紙
上
に
お
い
て
も
同
様
に
、
太
宰
の
失
踪
は
﹁
同
君
は
故
芥

川
龍
之
介
氏
を
崇
拝
し
て
居
り
或
は
死
を
選
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
友
人
は
心
痛

し
て
い
る
﹂
と
芥
川
の
名
と
と
と
も
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

太
宰
治
が
早
く
か
ら
芥
川
龍
之
介
に
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
、
本

稿
で
問
題
に
し
て
き
た
こ
の
時
期
に
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
太
宰
の
自
殺
未
遂

事
件
が
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
反
復
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
事
実
は
も
っ
と

注
目
さ
れ
て
よ
い
。
記
事
中
に
見
ら
れ
る
﹁
厭
世
﹂
と
い
う
言
葉
に
よ
く
表
現

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
生
活
を
厭
い
死
を
選
ぶ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
稿

で
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
芥
川
言
説
と
よ
く
重
な
る
。
そ
の
意
味
で
太
宰
治
は
当

時
の
言
説
空
間
に
お
け
る
芥
川
像
を
身
体
的
／
実
践
的

パ

フ

ォ

ー

マ

テ

ィ

ブ

に
表
現
し
て
い
た
存
在

と
言
え
る
。

そ
し
て
同
じ
一
九
三
五
年
の
第
一
回
芥
川
龍
之
介
賞
の
発
表
に
よ
っ
て
、
再

び
太
宰
は
強
く
芥
川
と
リ
ン
ク
さ
れ
る
。
第
一
回
芥
川
賞
候
補
作
に
な
っ
た
太

一
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宰
治
は
結
果
落
選
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の
と
き
の
﹁
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
﹂︵
﹃
文

芸
春
秋
﹄
一
九
三
五
・
九
︶
の
川
端
康
成
の
選
評
に
は
、﹁
な
る
ほ
ど
﹁
道
化
の

華
﹂
の
方
が
作
者
の
生
活
や
文
学
観
を
一
杯
に
盛
つ
て
ゐ
る
が
、
私
見
に
よ
れ

ば
、
作
者
目
下
の
生
活
に
厭
な
雲
あ
り
て
、
才
能
の
素
直
に
発
せ
ざ
る
憾
み
あ

つ
た
﹂
と
、﹁
目
下
の
生
活
に
厭
な
雲
﹂
と
い
う
理
由
に
よ
る
否
定
の
言
葉
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
太
宰
は
強
く
反
応
し
、﹁
川
端
康
成
へ
﹂︵
﹃
文
芸
通
信
﹄
一
九
三
五
・

一
〇
︶
の
な
か
で
、
川
端
﹁
禽
獣
﹂︵
﹃
改
造
﹄
一
九
三
三
・
七
︶
を
意
識
し
た
、

﹁
小
鳥
を
飼
ひ
、
舞
踏
を
見
る
の
が
そ
ん
な
に
立
派
な
生
活
な
の
か
﹂
と
反
駁
を

行
い
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
石
川
達
三
に
つ
い
て
は
、﹁
芥
川
龍
之
介
を
少
し
可

哀
さ
う
に
思
つ
た
が
、
な
に
、
こ
れ
も
﹁
世
間
﹂
だ
。
石
川
氏
は
立
派
な
生
活

人
だ
。
そ
の
点
で
彼
は
深
く
真
正
面
に
努
め
て
ゐ
る
﹂
と
暗
に
批
判
を
述
べ
る
。

︿
生
活
﹀
を
鍵
語
に
し
た
芥
川
賞
を
め
ぐ
る
応
酬
。
実
生
活
を
厭
う
と
い
う

芥
川
＝
太
宰
が
担
っ
た
像
は
、
第
一
回
芥
川
賞
の
選
考
の
な
か
で
皮
肉
に
も
︿
生

活
﹀
に
よ
っ
て
復
讐
さ
れ
る
。
︿
思
想
と
実
生
活
﹀
論
争
が
起
こ
り
、
石
川
淳
﹁
普

賢
﹂
が
発
表
さ
れ
た
︵
し
か
も
そ
れ
が
第
四
回
芥ヽ

川ヽ

賞
を
受
賞
す
る
︶
そ
の
直

前
に
、
太
宰
治
と
芥
川
を
め
ぐ
っ
て
こ
の
よ
う
な
表
象
が
あ
っ
た
こ
と
は
興
味

深
い
。

以
上
の
太
宰
の
経
緯
を
踏
ま
え
つ
つ
、
太
宰
﹁
狂
言
の
神
﹂
︵
﹃
東
陽
﹄
一
九

三
六
・
一
一
︶
に
お
い
て
、
﹁
か
た
ち
の
間
抜
け
﹂
に
よ
っ
て
﹁
︿
芥
川
宗

-
太

宰
治
﹀
を
破
砕
す
る
﹂
太
宰
の
戦
略
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
小
澤
純
の
貴
重
な

論
考
は
本
稿
に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
が 注

、
小
説
作
品
の
な
か
で
芥
川
の
自
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殺
に
関
連
す
る
問
題
を
引
き
受
け
た
三
者
の
な
か
で
も
、
太
宰
治
が
そ
の
生ヽ

身ヽ

のヽ

肉ヽ

体ヽ

で
芥
川
像
を
背
負
っ
て
し
ま
っ
た
在
り
方
は
特
異
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。言

う
ま
で
も
な
く
石
川
淳
・
坂
口
安
吾
・
太
宰
治
は
敗
戦
直
後
の
混
乱
期
に

︿
無
頼
派
﹀
あ
る
い
は
︿
新
戯
作
派
﹀
と
し
て
並
び
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

敗
戦
直
後
の
彼
ら
三
者
の
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
も
自
殺
の
観
念
は
散
見
さ
れ
、

一
九
四
八
年
六
月
に
実ヽ

際ヽ

にヽ

太
宰
治
は
自
殺
︵
心
中
︶
を
敢
行
す
る
こ
と
に
な

る
。
戦
後
の
こ
う
し
た
彼
ら
の
在
り
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
問
題
が
、
本
稿

で
検
討
し
た
よ
う
な
一
九
三
五
年
前
後
の
三
者
の
営
為
に
芥
川
龍
之
介
を
介
し

て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

注

︵
１
︶
﹁
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
﹂
︵
﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
三
七
・
三
︶
。

︵
２
︶
室
生
犀
星
は
選
評
︵
﹁
芥
川
龍
之
介
賞
経
緯
﹂
﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
三

七
・
三
︶
で
﹁
こ
の
長
た
ら
し
い
百
五
十
枚
の
小
説
は
ど
こ
も
か
し
こ
も

一
杯
に
詰
つ
た
近
代
小
説
学
を
体
得
し
、
油
断
な
き
熟
練
に
よ
つ
て
更
に

一
層
こ
の
作
家
の
ご
ち
や
ご
ち
や
し
た
天
分
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
つ

た
。
か
う
い
ふ
小
説
的
小
説
は
小
説
家
で
あ
る
悩
み
を
持
つ
私
か
ら
、
神

一
五



か
け
て
逃
が
れ
つ
こ
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
不
思
議
な
宿
命
的
な
感
覚

か
ら
こ
の
作
品
を
絶
対
に
支
持
す
る
こ
と
に
決
心
し
た
﹂
と
﹁
普
賢
﹂
を

非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

︵
３
︶
大
正
期
、
若
き
日
の
石
川
淳
が
、
芥
川
に
兄
事
し
て
い
た
親
友
・
高

橋
邦
太
郎
を
介
し
て
芥
川
の
近
傍
に
い
た
こ
と
や
、
石
川
の
習
作
を
見
た

芥
川
が
そ
れ
を
ほ
め
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
渡
辺
喜
一
郎
﹃
石
川
淳

研
究
﹄︵
明
治
書
院
、
一
九
八
七
・
一
〇
︶
が
報
告
し
て
い
る
︵
二
六
︱
二

九
頁
︶
。

︵
４
︶
唄
脩
﹁
日
本
に
お
け
る
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
比
較

文
学
的
考
察
︱
資
料
を
通
し
て
見
た
そ
の
移
植
過
程
︵
Ⅰ
︶
︱
﹂
︵
﹃
成
城

文
芸
﹄
一
九
六
二
・
七
︶
は
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
へ
の
滲

透
期
で
あ
る
大
正
期
に
つ
い
て
、﹁
芥
川
龍
之
介
を
の
ぞ
け
ば
、
こ
の
期
に

お
い
て
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
連
か
ら
俎
上
に
の
ぼ
る
作
家
と

し
て
は
、
石
川
淳
を
あ
げ
う
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
述
べ
、
大
正
期
に
ア
ナ
ト
ー

ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
関
連
す
る
作
家
と
し
て
芥
川
と
石
川
淳
の
両
名
の
名
を

挙
げ
て
い
る
。

︵
５
︶
佐
藤
秀
明
﹁
饒
舌
の
ゆ
く
え
︱
石
川
淳
﹃
普
賢
﹄
に
お
け
る
﹁
こ
と

ば
﹂
︱
﹂︵
小
田
切
進
編
﹃
昭
和
文
学
論
考
︱
マ
チ
と
ム
ラ
と
︱
﹄
八
木
書

店
、
一
九
九
〇
・
四
︶
。

︵
６
︶
山
口
俊
雄
﹃
石
川
淳
作
品
研
究
︱
﹁
佳
人
﹂
か
ら
﹁
焼
跡
の
イ
エ
ス
﹂

ま
で
﹄
︵
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
五
・
七
︶
第
二
章
﹁
﹁
普
賢
﹂
論
﹂
。

︵
７
︶
木
下
啓
﹁
﹃
普
賢
﹄
試
論
︱
﹁
思
想
と
実
生
活
﹂
論
争
を
視
座
と
し
て

︱
﹂
︵
﹃
文
学
研
究
論
集
﹄
一
九
九
七
・
九
︶
。

︵
８
︶
こ
の
論
争
は
正
宗
白
鳥
﹁
ト
ル
ス
ト
イ
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄

一
九
三
六
・
一
・
一
一
～
一
二
︶
の
な
か
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
晩
年
の
家
出

に
つ
い
て
﹁
実
際
は
妻
君
を
怖
が
つ
て
逃
げ
た
﹂
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し

て
、
小
林
秀
雄
﹁
作
家
の
顔
﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄
一
九
三
六
・
一
・
二
四
～

二
五
︶
が
﹁
あ
ら
ゆ
る
思
想
は
実
生
活
か
ら
生
れ
る
。
併
し
生
れ
て
育
つ

た
思
想
が
遂
に
実
生
活
と
訣
別
す
る
時
が
来
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
凡
そ
思

想
と
い
ふ
も
の
に
何
ん
の
力
が
あ
る
か
﹂
と
反
駁
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

そ
の
後
、
正
宗
白
鳥
﹁
抽
象
的
煩
悶
﹂
︵
﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
六
・
三
︶
、

小
林
秀
雄
﹁
思
想
と
実
生
活
﹂︵
﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
三
六
・
四
︶
、
正
宗
白

鳥
﹁
思
想
と
新
生
活
﹂︵
﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
、
小
林
秀
雄
﹁
文

学
者
の
思
想
と
実
生
活
﹂
︵
﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
三
六
・
六
︶
と
、
お
よ
そ

半
年
に
わ
た
っ
て
両
者
の
応
酬
が
続
い
て
い
る
。

︵
９
︶
杉
山
平
助
﹁
文
学
者
と
生
活
苦
︵
一
︶

牧
野
信
一
の
死
に
寄
せ
て
﹂

︵
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
一
九
三
六
・
三
・
二
七
︶
。

︵

︶
森
山
啓
﹁
作
家
的
苦
悩
と
自
殺
﹂
︵
﹃
文
芸
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
。

10
︵

︶
牧
野
信
一
﹁
月
評
︵
２
︶

新
人
の
佳
作
、
凡
作
﹂
︵
﹃
読
売
新
聞
﹄

11一
九
三
五
・
四
・
二
七
︶
。

一
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︵

︶
石
川
淳
﹁
牧
野
信
一
氏
を
悼
む
﹂
︵
﹃
作
品
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
。

12
︵

︶
注
︵
６
︶
に
同
じ
。
山
口
論
か
ら
の
引
用
箇
所
に
つ
い
て
は
、
山
口

13前
掲
書
九
一
頁
。
牧
野
信
一
の
死
と
作
家
の
生
活
問
題
と
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
同
書
一
一
五
ー
一
一
六
頁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
に

は
牧
野
信
一
や
芥
川
龍
之
介
な
ど
の
石
川
淳
文
学
へ
の
影
響
を
考
察
し
た

第
三
章
﹁
石
川
淳
・
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
へ
﹂
の
論
考
が
あ
る
。

な
お
、
石
川
と
親
交
の
あ
っ
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
辻
潤
は
﹁
読
書
評
論
﹂︵
﹃
日

本
読
書
新
聞
﹄
一
九
三
七
・
四
・
一
︶
の
な
か
で
﹁
普
賢
﹂
に
つ
い
て
、

﹁
モ
デ
ル
が
た
い
て
い
み
ん
な
わ
か
つ
て
ゐ
る
か
ら
一
層
面
白
か
つ
た
﹂

と
記
し
て
い
る
。
渡
辺
喜
一
郎
は
注
︵

︶
前
掲
書
四
二
頁
に
お
い
て
、

3

特
に
庵
文
蔵
の
具
体
的
な
モ
デ
ル
と
し
て
、
辻
潤
に
近
い
人
物
で
、
石
川

と
も
若
干
の
交
流
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
小
野
庵
保
蔵
︵
一
八
九
七
︱
一

九
五
〇
︶
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

︵

︶
自
身
と
芥
川
龍
之
介
の
交
流
を
モ
デ
ル
に
し
、
そ
の
死
に
つ
い
て
も

14言
及
す
る
岡
本
か
の
子
﹁
鶴
は
病
み
き
﹂
︵
﹃
文
学
界
﹄
一
九
三
六
・
六
︶

が
発
表
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
と
な
る
。

︵

︶︿
シ
ェ
ス
ト
フ
的
不
安
﹀
な
ど
、
一
九
三
五
年
前
後
に
文
壇
お
よ
び
知

15識
層
に
お
い
て
︿
不
安
﹀
を
鍵
語
と
し
て
展
開
し
た
流
行
と
芥
川
龍
之
介

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
藤
井
貴
志
﹃
芥
川
龍
之
介
︱
︿
不
安
﹀
の
諸
相
と

美
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹄︵
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
・
二
︶
所
収
の
第
九
章
﹁
昭

和
十
年
前
後
︿
不
安
の
文
学
﹀
を
め
ぐ
る
諸
問
題
﹂
お
よ
び
第
十
章
﹁
︿
シ
ェ

ス
ト
フ
的
不
安
﹀
と
︿
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
﹀
﹂
に
お
け
る
考
察
が
あ
る
。

︵

︶
満
田
郁
夫
﹁
普
賢
︹
石
川
淳
︺
な
ぜ
普
賢
な
の
か
﹂︵
三
好
行
雄
編
﹃
日

16本
の
近
代
小
説
Ⅱ
﹄
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
・
七
︶
。

︵

︶
特
に
﹁
普
賢
﹂
一
篇
の
持
つ
︿
肉
体
﹀
の
問
題
に
つ
い
て
、
身
体
論

17を
援
用
し
つ
つ
読
解
し
た
先
行
研
究
に
、
谷
彰
に
よ
る
﹁
石
川
淳
﹃
普
賢
﹄

論
︵
上
︶
︱
︿
し
ゃ
べ
る
﹀
こ
と
と
︿
書
く
﹀
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵
﹃
愛

知
大
学
国
文
学
﹄
一
九
九
三
・
一
二
︶
お
よ
び
﹁
石
川
淳
﹃
普
賢
﹄
論
︵
下
︶

︱
︿
身
体
﹀
と
︿
こ
と
ば
﹀
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
愛
知
大
学
国
文
学
﹄
一

九
九
四
・
一
二
︶
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。

︵

︶
拙
稿
﹁
石
川
淳
﹃
佳
人
﹄
論
︱
同
時
代
に
お
け
る
︿
わ
た
し
﹀
の
要

18請
︱
﹂
︵
﹃
青
山
語
文
﹄
二
〇
〇
一
・
三
︶
参
照
。

︵

︶﹁
普
賢
﹂
発
表
の
直
前
に
限
っ
て
も
、
例
え
ば
﹁
チ
ャ
タ
レ
イ
夫
人
の

19恋
人
﹂
を
は
じ
め
同
時
期
に
ロ
レ
ン
ス
の
翻
訳
を
手
が
け
た
伊
藤
整
の
﹁
小

説
に
於
け
る
性
の
倫
理
﹂
︵
﹃
新
潮
﹄
一
九
三
六
・
三
︶
や
、
福
岡
高
等
学

校
フ
ラ
ン
ス
語
講
師
時
代
の
石
川
淳
の
同
僚
で
あ
る
本
多
顕
彰
に
よ
る

﹁
ロ
レ
ン
ス
の
性
の
意
味
﹂︵
﹃
新
潮
﹄
一
九
三
六
・
五
︶
な
ど
、
ロ
レ
ン
ス

の
性
／
肉
体
に
つ
い
て
の
言
及
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。

︵

︶
山
口
俊
雄
も
特
に
ロ
レ
ン
ス
ブ
ー
ム
と
の
関
連
に
触
れ
な
が
ら
、﹁
観

20念
か
ら
現
実
へ
、
知
性
か
ら
肉
体
へ
と
い
っ
た
ロ
レ
ン
ス
の
指
し
示
す

一
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ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
、﹁
普
賢
﹂
の
物
語
の
展
開
と
重
な
り
合
う
こ
と
は
明
ら
か

だ
ろ
う
﹂︵
山
口
前
掲
書
一
一
一
頁
︶
と
、
観
念
︵
知
性
︶
か
ら
現
実
︵
肉

体
︶
と
い
う
文
壇
モ
ー
ド
と
﹁
普
賢
﹂
の
作
品
構
造
の
重
な
り
を
指
摘
し

て
い
る
。

︵

︶
安
西
晋
二
﹁
石
川
淳
﹁
普
賢
﹂
論
︱
言
葉
の
限
界
の
模
索
︱
﹂
︵
﹃
日

21本
文
学
論
究
﹄
二
〇
〇
五
・
三
︶
。

︵

︶
安
藤
宏
﹃
自
意
識
の
昭
和
文
学
︱
現
象
と
し
て
の
﹁
私
﹂
﹄︵
至
文
堂
、

22一
九
九
四
・
三
︶
第
七
章
﹁
観
念
と
現
実
と
の
︿
あ
は
ひ
﹀
に
あ
る
も
の

︱
石
川
淳
﹃
普
賢
﹄
論
﹂
。
な
お
安
藤
は
同
論
の
な
か
で
よ
り
具
体
的
に
、

﹁
︿
わ
た
し
﹀
が
﹁
理
想
﹂
と
﹁
現
実
﹂
と
の
止
揚
を
め
ざ
し
な
が
ら
も
、
終

始
二
元
論
に
拘
泥
せ
ざ
る
を
え
ぬ
限
界
が
あ
ば
き
だ
さ
れ
て
ゆ
く
事
実
が

重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
安
易
な
統
合
そ
の
も
の
を
揚
棄
し
、
そ
の
境

界
を
触
知
し
よ
う
と
し
続
け
る
た
ゆ
ま
ざ
る
運
動
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

︵

︶
松
本
和
也
﹃
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
︱
新
人
・
太
宰
治
・

23戦
争
文
学
﹄︵
立
教
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
・
三
︶
第
１
章
﹁
昭
和
一
〇

年
代
に
お
け
る
題
材
と
芥
川
賞
︱
石
川
達
三
﹁
蒼
氓
﹂
﹂
。
引
用
箇
所
は
二

九
︱
三
〇
頁
。

︵

︶
松
本
和
也
は
、
注
︵

︶
前
掲
書
第
４
章
﹁
昭
和
一
〇
年
前
後
の
新

24

23

人
︵
言
説
︶
︱
雑
誌
﹃
作
品
﹄
と
石
川
淳
﹂
に
お
い
て
、
石
川
淳
﹁
普
賢
﹂

お
よ
び
そ
の
掲
載
雑
誌
﹃
作
品
﹄
を
同
時
代
の
新
人
作
家
を
め
ぐ
る
言
説

の
な
か
で
考
察
し
、﹁
題
材
偏
重
﹂
を
難
じ
ら
れ
は
じ
め
て
い
た
こ
れ
ま
で

の
芥
川
賞
受
賞
作
に
対
し
て
、
あ
く
ま
で
モ
チ
ー
フ
・
ス
タ
イ
ル
な
ど
﹁
小

説
と
し
て
の
完
成
度
﹂
が
高
く
評
価
さ
れ
た
﹁
普
賢
﹂
の
位
置
を
指
摘
し

て
い
る
︵
一
一
二
頁
︶
。
社
会
的
な
題
材
を
盛
り
込
む
と
い
う
同
時
代
文

壇
の
モ
ー
ド
か
ら
離
れ
た
﹁
普
賢
﹂
の
姿
と
受
容
が
確
認
で
き
る
。

︵

︶﹁
女
占
師
の
前
に
て
﹂︵
﹃
文
学
界
﹄
一
九
三
八
・
一
︶
や
﹁
文
学
の
ふ

25る
さ
と
﹂
︵
﹃
現
代
文
学
﹄
一
九
四
一
・
七
︶
な
ど
同
時
期
の
安
吾
作
品
で

も
同
様
の
芥
川
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
吹
雪
物
語
﹂
で
卓
一
の

仕
事
の
前
任
者
に
あ
た
る
野
々
宮
が
第
一
章
に
お
い
て
﹁
三
十
五
歳
﹂
と

い
う
年
齢
に
つ
い
て
、﹁
こ
の
歳
に
な
つ
て
か
ら
、
自
然
に
気
持
が
滅
入
り

こ
ん
で
、
四
方
暗
ら
さ
で
ふ
さ
が
れ
た
や
う
な
自
分
の
心
に
、
ふ
と
気
付

い
て
し
ま
つ
た
の
で
す
﹂
と
の
話
を
語
る
場
面
が
あ
る
。
﹁
三
十
五
歳
﹂
も

ま
た
芥
川
に
つ
な
が
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
。

︵

︶
小
澤
純
﹁
﹁
狂
言
の
神
﹂
を
経
巡
る
︽
間
抜
け
︾
︱
﹁
私
、
太
宰
治
﹂

26と
︿
芥
川
﹀
像
の
諸
圏
域
﹂
︵
﹃
iic
h
ik
o
﹄
二
〇
一
〇
・
一
〇
︶
。

＊

石
川
淳
の
引
用
文
は
筑
摩
書
房
版
﹃
石
川
淳
全
集
﹄
︵
一
九
八
九
～
九
一
︶

に
拠
り
、
坂
口
安
吾
の
引
用
文
は
筑
摩
書
房
版
﹃
坂
口
安
吾
全
集
﹄︵
一
九
九

八
～
二
〇
〇
〇
年
︶
に
拠
っ
た
。
引
用
箇
所
す
べ
て
の
旧
漢
字
は
新
漢
字
に

改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
ま
た
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
自
身
に
よ
る
。

一
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