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一
、

遠
藤
周
作
の
長
篇
小
説
『
沈
黙
』
は
一
九
六
六
年
、
新
潮
社
書
下
ろ
し

作
品
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
同
年
第
二
回
谷
崎
潤
一
郎
賞
を
受
賞
し
た
。
遠

藤
自
身
が
こ
の
作
品
で
「
僕
の
第
一
期
の
円
環
が
閉
じ
た
」
と
語
っ
て
い

る
よ
う
に
、
西
洋
と
日
本
の
対
立
が
主
題
と
な
っ
て
き
た
初
期
の
作
品
か

ら
、
日
本
に
お
け
る
イ
エ
ス
の
問
題
へ
と
移
行
す
る
、
そ
の
転
換
点
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

主
人
公
の
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
恩
師
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
日
本
で
棄
教
し
た
と
の

報
を
受
け
、そ
の
真
偽
を
確
か
め
る
べ
く
仲
間
と
共
に
日
本
に
上
陸
す
る
。

し
か
し
、
信
徒
の
一
人
で
あ
る
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
裏
切
り
に
よ
り
捕
え
ら
れ

て
し
ま
う
。
自
ら
が
棄
教
し
な
け
れ
ば
罪
の
無
い
信
徒
が
拷
問
を
受
け
続

け
る
と
い
う
極
限
状
態
の
中
、「
踏
む
が
い
い
」と
語
り
か
け
る
声
を
聞
き
、

ロ
ド
リ
ゴ
は
踏
み
絵
に
足
を
か
け
る
。
本
論
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
「
転
び
」

が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

従
来
の
研
究
で
本
作
の
「
語
り
」
に
着
目
し
た
も
の
は
多
く
は
な
い
。

先
駆
的
論
考
と
し
て
ま
ず
、佐
伯
彰
一
の
「
解
説
」（『
沈
黙
』
新
潮
文
庫
、

一
九
八
一
年
）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
佐
伯
は
、
本
作
が
語
り
の
上

か
ら
は
「
純
客
観
」「
純
主
観
」
そ
し
て
「
半
客
観
、
半
主
観
」
の
「
三

（
１
）

部
仕
立
て
」
に
な
っ
て
い
る
と
そ
の
特
徴
を
捉
え
た
。
根
岸
正
純
は
、
一

人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
形
式
の
変
化
、
そ
し
て
さ
ら
に
細
か
な
叙
述
の
変

化
に
着
目
し
、「
同
一
の
事
象
に
対
す
る
捉
え
方
の
転
移
を
、
そ
の
ま
ま

文
体
に
表
出
す
る
」
と
文
体
上
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
嶋

洋
輔
は
『
沈
黙
』
を
含
む
遠
藤
の
「
純
文
学
」
作
品
の
語
り
手
を
、「
一

人
の
そ
ば
に
寄
り
添
っ
て
内
面
ま
で
描
く
語
り
手
」
と
し
、「
孤
独
な
時

に
傍
ら
で
立
っ
て
い
る
存
在
「
同
伴
者
」
の
特
徴
を
持
つ
語
り
手
」
と
呼

ん
だ
。
金
賢
善
は
、
本
作
が
特
に
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
を
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、「
ま
る
で
歴
史
の
文
献
を
読
む
感
じ
を
与
え
」る
と
評
価
し
、

「
誰
に
も
語
ら
れ
な
か
っ
た
転
び
者
た
ち
を
活
字
に
し
、
生
き
返
ら
せ
た
」

点
に
作
品
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。

こ
れ
ら
が
「
語
り
」
に
焦
点
を
当
て
た
先
行
論
だ
が
、
作
品
全
体
を
統

御
す
る
語
り
の
構
造
を
充
分
に
解
明
し
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
語
り

が
「
三
部
仕
立
て
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
佐
伯
の
分
析
は
言
い
得
て
妙

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
担
う
「
大
き
な
役
割
」
の
内
実
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、物
語
内
容
の
展
開
と
対
応
さ
せ
た
分
析
が
欠
か
せ
な
い
。

根
岸
に
よ
る
、
一
人
称
の
語
り
と
非
人
称
の
語
り
の
特
徴
に
関
す
る
指
摘

も
重
要
で
あ
る
も
の
の
、「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
の
存
在
が
無
視
さ

（
2
）

（
3
）

（
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れ
て
お
り
、『
沈
黙
』
全
体
に
つ
い
て
の
検
討
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
小

嶋
の
考
察
は
本
作
品
の
Ⅴ
章
以
降
、
即
ち
三
人
称
客
観
形
式
を
と
っ
て
い

る
場
面
に
お
け
る
非
人
称
の
語
り
手
に
限
定
し
た
分
析
に
止
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
金
も
佐
伯
と
同
様
に
、「
複
数
の
語
り
手
を
置
く
」
こ
と
に

よ
る
効
果
を
「
歴
史
の
文
献
を
読
む
感
じ
」
と
要
言
す
る
が
、
そ
れ
が
作

品
の
展
開
上
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。

本
作
の
語
り
の
構
造
を
論
じ
る
上
で
は
、
更
に
作
品
全
体
を
俯
瞰
す
る
観

点
に
立
つ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
作
の
語
り
は
大
き
く
分
け
れ
ば
、
佐
伯
彰
一
が
指
摘
し
た
通
り
「
三

部
仕
立
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
各
章
に
お
け
る
物
語
行
為
の
主
体
を

整
理
し
て
お
こ
う
。
本
論
で
は
、『
沈
黙
』を
①
ま
え
が
き
②
Ⅰ
～
Ⅳ
章「
セ

バ
ス
チ
ァ
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
」
③
Ⅴ
～
Ⅸ
章
、
④
Ⅸ
章
「
長
崎
出
島

オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
ヨ
ナ
セ
ン
の
日
記
よ
り
」
⑤
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」

の
五
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
察
す
る
。
佐
伯
は
客
観
／
主
観
と
い
う
軸
で

作
品
を
区
分
け
し
た
が
、
語
り
手
が
交
代
し
て
い
る
箇
所
で
区
切
る
と
以

上
の
よ
う
に
な
る
。

ま
え
が
き
（
①
）
に
は
、「
今
日
、我
々
は
（
略
）
こ
の
セ
バ
ス
チ
ァ
ン
・

ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
を
幾
つ
か
、
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
叙
述
が
見
ら

れ
る
。
こ
こ
で
の
語
り
手
は
こ
の
「
我
々
」
と
自
称
す
る
存
在
で
あ
る
。

続
く
「
セ
バ
ス
チ
ァ
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
」（
②
）
は
、ロ
ド
リ
ゴ
が
「
私
」

と
し
て
登
場
し
、
物
語
行
為
の
主
体
と
し
て
機
能
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

Ⅴ
章
か
ら
Ⅸ
章
（
③
）
で
は
、
非
人
称
の
語
り
手
が
、
三
人
称
客
観
形
式

を
と
っ
て
語
る
。
Ⅸ
章
「
ヨ
ナ
セ
ン
の
日
記
」（
④
）
は
③
の
な
か
に
埋

め
込
ま
れ
た
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
非
人
称
の
語
り
手
と
は
異
な
る
存

在
が
語
っ
て
い
る
た
め
個
別
に
と
り
出
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
、「
余
」
と
し
て
語
る
ヨ
ナ
セ
ン
が
物
語
行
為
の
主
体
で
あ
る
。

最
後
が
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」（
⑤
）
で
あ
り
、
こ
の
日
記
に
は
語

り
手
を
示
す
一
人
称
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」

と
い
う
名
称
か
ら
、「
役
人
」
が
書
き
記
し
た
文
書
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
の
特
殊
性
は
、
多
く
の
語
り
手
に
よ
る
語
り
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
特
殊
な
構
造
の
効
果
を

考
え
る
こ
と
は
、『
沈
黙
』
全
体
の
主
題
を
検
討
し
て
い
く
う
え
で
も
有

意
義
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
論
に
お
い
て
は
、
作
品
全
体
を
統
御
す
る

語
り
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
本
作
の
物
語
行
為
と
、
物
語
内
容
の
展
開

あ
る
い
は
主
題
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
。
さ

ら
に
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
、
遠
藤
周
作
の
小
説
の
方
法
論
と
も
照
ら
し

合
わ
せ
て
検
討
す
る
。
次
節
以
降
、
作
品
の
展
開
に
沿
い
な
が
ら
、
ど
の

よ
う
な
語
り
が
さ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
こ
う
。

二
、

ま
え
が
き
（
①
）
の
語
り
手
は
「
今
日
」
つ
ま
り
事
後
の
視
点
か
ら
、

過
去
の
出
来
事
を
紹
介
す
る
形
で
記
述
を
展
開
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る

の
は
、
こ
こ
で
の
語
り
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
ア
ジ
ア
に
対
す
る
優

越
意
識
を
可
視
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
世
界
の
果
て
と
も
い
う
べ
き

一
小
国
で
フ
ェ
レ
イ
ラ
が
転
宗
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
は
、（
略
）
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
体
の
信
仰
と
思
想
の
屈
辱
的
な
敗
北
の
よ
う
に
彼
等
に
は
思
わ
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れ
た
」
と
あ
る
が
、な
ぜ
「
屈
辱
的
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、「
世
界
の
果
て
」

の
「
一
小
国
」
に
負
け
る
こ
と
を
否
認
す
る
意
識
が
「
彼
等
」
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
な
か
に
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
、「
華
々
し
い

殉
教
」
を
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
る
意
志
の
強
さ
こ
そ
が
善
で
あ
り
、
劣
っ

た
異
教
徒
に
屈
服
す
る
こ
と
は
悪
で
あ
る
と
い
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
価

値
判
断
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。　

ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
（
②
）
で
は
、
ま
え
が
き
（
①
）
に
「
彼
等
」
の
意

識
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
と
相
似
形
の
、
強
者
の
優
越
感
が
表
出
さ
れ
て

い
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
澳
門
で
出
会
っ
た
日
本
人
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
つ
い
て

詳
細
に
報
告
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
厳
し
い
言
葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
す
べ
て
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
弱
さ
故
で
あ
っ
た
。

そ
の
態
度
は
基
督
教
的
な
忍
耐
の
徳
な
ど
と
は
ほ
ど
遠
い
、
あ
の
弱

虫
の
卑
怯
さ
と
い
う
や
つ
で
し
た
。
浜
に
う
ず
め
た
顔
を
あ
げ
、
何

か
日
本
語
で
叫
ん
で
い
ま
し
た
が
、
そ
の
鼻
も
頬
も
砂
だ
ら
け
で
、

口
か
ら
き
た
な
い
唾
が
流
れ
だ
し
て
い
る
始
末
で
し
た
。（
Ⅰ
）

右
の
よ
う
に
観
察
す
る
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
「
基
督
教
的
な

忍
耐
の
徳
な
ど
と
は
程
遠
い
」
弱
さ
に
「
醜
さ
」
や
「
汚
さ
」
を
見
出
す
。

キ
チ
ジ
ロ
ー
を
「
我
々
と
同
じ
立
場
の
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る

で
し
ょ
う
か
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」（
Ⅱ
）
と
拒
絶
す

る
ロ
ド
リ
ゴ
に
と
っ
て
強
さ
の
象
徴
と
い
う
べ
き
存
在
が
、基
督
で
あ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
思
い
浮
か
べ
る
「
ポ
ル
ゴ
・
サ
ン
セ
ポ
ル
ク
ロ
」
に
所
蔵
さ

れ
て
い
る
「
力
強
い
顔
」
を
持
つ
基
督
と
は
、
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
カ
の
《
キ
リ
ス
ト
の
復
活
》
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
棺
の
中
に
立
ち

あ
が
っ
て
左
足
を
台
に
か
け
、
目
を
大
き
く
開
い
た
「
厳
し
い
キ
リ
ス 

ト
」
の
顔
を
想
像
す
る
ロ
ド
リ
ゴ
に
と
っ
て
は
「
強
さ
」「
正
し
さ
」
こ

そ
が
善
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

キ
チ
ジ
ロ
ー
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
日
本
へ
渡
る
た
め
の
唯
一
の
頼
み
の
綱

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
語
り
は
彼
に
対
し
て
あ
く
ま
で
高
圧

的
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
を
「
利
用
す
る
こ
と
が
必
要
」
と

考
え
て
お
り
、
彼
の
弱
さ
を
知
っ
た
後
も
「
信
ず
る
以
外
に
は
他
の
い
か

な
る
方
法
も
な
い
な
ら
、
信
ず
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
」（
Ⅰ
）
と
語
る
。

こ
の
眼
差
し
は
、自
分
た
ち
が
西
欧
か
ら
来
た
司
祭
で
あ
り
、キ
チ
ジ
ロ
ー

と
は
違
う
「
強
い
」
立
場
に
あ
る
と
い
う
自
負
か
ら
来
て
い
る
。　

し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
禁
教
の
現
実
に
直
面
し
た
と
き
、
ロ
ド
リ
ゴ

の
強
者
と
し
て
の
自
意
識
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
る
。Ⅳ
章
に
配
さ
れ
る
の
は
、

何
者
か
が
ト
モ
ギ
村
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
る
こ
と
を
役
人
に
告
発
し
た

た
め
に
、
農
民
の
中
か
ら
三
人
を
奉
行
所
に
出
頭
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
場
面
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
そ
こ
で
、
踏
絵
を
「
踏
ん
で
も
い

い
」
と
、「
司
祭
と
し
て
口
に
出
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
」（
Ⅳ
）
を
言
っ
て

し
ま
う
。
さ
ら
に
、出
頭
が
決
ま
っ
た
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
「
な
ん
の
た
め
に
、

こ
げ
ん
苦
し
み
ば
デ
ウ
ス
さ
ま
は
お
ら
に
な
さ
っ
と
や
ろ
か
」（
Ⅳ
）
と

い
う
言
葉
を
う
け
て
、
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
る
こ
と
の
な
い
神
の
沈
黙

に
思
い
を
は
せ
る
よ
う
に
な
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
の
揺
ら
ぎ
は
語
り
の
形
式
に
も
表
れ
て
い
る
。
書
簡
で
は
主

（
5
）
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に
、
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
教
会
の
人
間
を
意
識
し
た
敬
体
が
と
ら
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
深
く
思
念
に
沈
み
迷
う
に
つ
れ
て
、「
キ
チ
ジ
ロ
ー

の
愚
痴
に
は
そ
の
問
い
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
私
に
は
し
て
な

ら
な
い
」「
私
だ
っ
て
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
し
て
い
る
。

し
て
い
な
が
ら
、
今
に
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
悲
哀
に
似
た
感
情
が
心
に
残

る
の
か
」（
Ⅳ
）
と
、
語
り
は
常
体
に
よ
る
独
白
に
転
調
す
る
。
そ
し
て

ロ
ド
リ
ゴ
は
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
再
会
し
た
時
、
踏
み
絵
を
踏
ん
で
逃
げ
た

彼
に
共
感
を
寄
せ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

人
間
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
二
種
類
あ
る
。
強
い
者
と
弱
い
者
と
。

聖
者
と
平
凡
な
人
間
と
。
英
雄
と
そ
れ
に
畏
怖
す
る
者
と
。
そ
し
て

強
者
は
こ
の
よ
う
な
迫
害
の
時
代
に
も
信
仰
の
た
め
に
炎
に
焼
か

れ
、
海
に
沈
め
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
弱
者
は
こ
の

キ
チ
ジ
ロ
ー
の
よ
う
に
山
の
中
を
放
浪
し
て
い
る
。
お
前
は
ど
ち
ら

の
人
間
な
の
だ
。
も
し
司
祭
と
い
う
誇
り
や
義
務
の
観
念
が
な
け
れ

ば
私
も
ま
た
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
同
じ
よ
う
に
踏
絵
を
踏
ん
だ
か
も
し
れ

ぬ
。（
Ⅳ
）

出
会
っ
た
と
き
に
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
と
自
分
が
「
同
じ
立
場
の
人
間
」
で

あ
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
、
踏
絵
を
目
の
当
た
り
に
し
た

直
後
、
自
分
が
彼
と
同
じ
「
弱
者
」
で
あ
る
可
能
性
に
思
い
至
る
。
こ
の

よ
う
に
、
語
り
手
は
ロ
ド
リ
ゴ
へ
の
内
的
焦
点
化
を
通
じ
て
彼
の
信
念
の

動
揺
を
表
出
す
る
。
し
か
し
ロ
ド
リ
ゴ
は
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
裏
切
り
に
よ
っ

て
捕
え
ら
れ
、「
書
簡
」
を
書
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
そ
れ
を
代
補

す
る
の
が
非
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
。

③
に
あ
た
る
Ⅴ
章
で
は
、
一
人
称
に
よ
る
書
簡
体
か
ら
一
転
し
て
、
三

人
称
客
観
形
式
が
と
ら
れ
る
。
根
岸
正
純
は
こ
の
転
換
に
つ
い
て
「
作
者

は
「
彼
」
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
そ
の
視
野
を
補
完
し
、
時
に
は
「
彼
」
を

対
象
化
し
て
自
在
に
叙
述
を
展
開
す
る
」
と
論
じ
、「
一
人
称
か
ら
三
人

称
へ
の
推
移
は
内
面
か
ら
外
面
叙
述
へ
の
変
化
を
予
想
し
が
ち
だ
が
、
実

質
は
む
し
ろ
逆
に
近
い
」
と
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ

ド
リ
ゴ
の
主
観
・
判
断
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
簡
に
は
表
れ
な
い
彼
の
内

面
が
、
客
観
形
式
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
捕

ら
え
ら
れ
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
老
役
人
と
対
峙
し
た
際
の
叙
述
を
見
て
み
よ

う
。

う
す
笑
い
を
う
か
べ
て
司
祭
は
ふ
た
た
び
叢
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
囚

人
た
ち
の
前
で
異
国
人
の
自
分
に
負
け
ま
い
と
気
張
っ
て
い
る
こ
の

老
人
の
気
持
ち
が
、
そ
の
雄
鶏
の
よ
う
に
の
け
ぞ
っ
た
小
さ
な
体
か

ら
、あ
き
ら
か
に
わ
か
る
。（
猿
が
）と
彼
は
心
の
中
で
呟
い
た
。（
猿

の
よ
う
な
男
、
そ
う
刀
に
手
を
か
け
て
警
戒
し
な
い
で
も
い
い
。
逃

げ
は
し
な
い
か
ら
な
）（
Ⅴ
）

こ
こ
で
は
「
う
す
笑
い
」
を
捉
え
る
こ
と
で
老
人
へ
の
軽
蔑
が
外
的
に

描
か
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
括
弧
の
中
で
ロ
ド
リ
ゴ
へ
の
内
的
焦
点
化
が

行
わ
れ
て
い
る
。
教
会
関
係
者
に
宛
て
た
手
紙
で
は
削
除
さ
れ
て
し
ま
う

（
6
）
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よ
う
な
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
露
骨
な
感
情
が
、
三
人
称
客
観
の
形
式
を
と
る
か

ら
こ
そ
明
ら
か
に
な
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
大
村
で
見
つ
け
た
信
徒
ら
し
き
人
々
の
中
に
は
、
ロ
ド
リ

ゴ
か
ら
「
目
を
そ
む
け
る
も
の
」（
Ⅴ
）
ま
で
い
る
。「
宣
教
師
た
ち
が
一

番
、
布
教
に
力
を
注
い
だ
地
方
」（
Ⅴ
）
で
あ
る
は
ず
の
大
村
で
、
ロ
ド

リ
ゴ
は
度
重
な
る
嘲
笑
を
う
け
、
孤
立
し
て
い
く
。

前
に
は
関
心
の
あ
っ
た
、
こ
れ
ら
日
本
人
の
服
装
や
恰
好
も
、
も
う

疲
れ
果
て
た
心
に
は
何
の
興
味
も
ひ
か
な
い
。（
略
）
司
祭
は
十
数

世
紀
前
に
あ
の
人
も
ま
た
今
の
自
分
が
感
じ
て
い
る
こ
の
悲
し
み
の

す
べ
て
を
、
渇
き
き
っ
た
舌
で
味
わ
っ
た
の
だ
と
思
っ
た
。
そ
の
交

流
の
感
情
は
い
か
な
る
甘
い
水
よ
り
も
彼
の
心
を
う
る
お
し
、
ゆ
さ

ぶ
っ
た
。（
略
）
…
…
私
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
転
ば
な
い
で

あ
ろ
う
。（
Ⅴ
）

孤
立
の
な
か
で
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
周
り
に
い
る
日
本
人
に
興
味
を
示
さ
な

く
な
る
。
そ
し
て
「
あ
の
人
」
と
自
ら
を
重
ね
合
わ
せ
、「
あ
の
人
」
と

の
繋
が
り
の
た
め
に
棄
教
し
な
い
と
い
う
意
志
を
持
つ
。
そ
の
ロ
ド
リ
ゴ

に
と
っ
て
、
牢
屋
の
中
は
平
和
な
世
界
で
あ
っ
た
。「
ト
モ
ギ
村
以
来
、

自
分
が
聖
職
者
と
し
て
の
務
め
を
果
す
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
牢
獄

だ
と
思
う
と
、
こ
こ
で
の
生
活
が
い
つ
ま
で
も
続
く
こ
と
を
彼
は
ひ
そ
か

に
願
っ
た
」（
Ⅵ
）
と
あ
る
よ
う
に
、祈
っ
た
り
告
悔
を
聞
い
た
り
と
い
っ

た
、
聖
職
者
と
し
て
の
生
活
が
で
き
る
空
間
で
あ
れ
ば
、
彼
は
強
さ
を
持

つ
こ
と
が
で
き
る
。
徹
底
的
に
日
本
人
の
世
界
を
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
棄
教
し
な
い
「
強
さ
」
を
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
生
活
は
、
踏
み
絵
が
始
ま
っ
た
時
に
一
度
破
壊
さ
れ
る
。

百
姓
の
殉
教
を
目
の
当
た
り
に
し
、
殉
教
が
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
に
す
ぎ

な
い
と
わ
か
っ
た
と
き
、ロ
ド
リ
ゴ
は
主
の
沈
黙
に「
耐
ら
れ
な
い
」（
Ⅵ
）。

そ
し
て
地
の
文
で
「
そ
れ
ほ
ど
ま
で
英
雄
に
な
り
た
い
か
。
お
前
が
望
ん

で
い
る
の
は
、
本
当
の
ひ
そ
か
な
殉
教
で
は
な
く
、
虚
栄
の
た
め
の
死
な

の
か
」（
Ⅵ
）
と
、
ロ
ド
リ
ゴ
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
の
文
の
語
り
手
が
時
に
ロ
ド
リ
ゴ
に
「
お
前
」
と
呼
び

か
け
、
彼
と
の
距
離
を
変
え
て
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て

お
き
た
い
。

ロ
ド
リ
ゴ
の
強
い
世
界
が
次
に
揺
ら
ぐ
の
は
、百
姓
が
海
に
落
と
さ
れ
、

同
僚
の
ガ
ル
ペ
が
海
に
飛
び
込
む
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
り
手
は
「
行

為
と
は
、
今
日
ま
で
教
義
で
学
ん
で
き
た
よ
う
に
、（
略
）
は
っ
き
り
と

区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（
Ⅶ
）と
善
悪
の
認
識
を
揺
ら
が
せ
る
。

そ
し
て
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
中
も
、（
転
ん
で
い
い
。
い
い
や
、転
ん
で
な
ら
ぬ
）

と
、
善
と
悪
と
の
間
を
さ
ま
よ
う
。

弱
い
農
民
信
徒
に
対
す
る
弾
圧
の
現
実
を
目
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ロ
ド
リ
ゴ
の
「
強
さ
」
が
揺
ら
い
で
い
る
。
裏
返
せ
ば
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
現

実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
場
所
に
い
る
間
は
自
ら
の
信
じ
る
「
強
さ
」
を
保

つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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三
、

ロ
ド
リ
ゴ
が
「
強
さ
」
と
「
弱
さ
」、
即
ち
殉
教
と
棄
教
の
狭
間
で
揺

れ
動
く
さ
ま
を
、
非
人
称
の
語
り
手
は
常
に
同
じ
距
離
か
ら
語
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
語
り
手
は
、
直
接
的
に
ロ
ド
リ
ゴ
の
行
動
に
批
評
を
加

え
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
初
め
て
井
上
筑
後
守
と
対

面
し
、
宗
教
論
議
を
交
わ
す
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
常

に
牢
屋
の
信
徒
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

司
祭
は
背
後
の
牢
舎
で
信
徒
た
ち
が
こ
ち
ら
に
聞
き
耳
を
た
て
て
い

る
の
を
感
じ
、自
分
は
議
論
に
勝
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。快
感
が
ゆ
っ

く
り
と
胸
の
中
に
浮
び
あ
が
っ
た
。（
略
）
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
急
に

感
情
が
興
奮
し
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
背
後
か
ら
信
徒
た
ち
に
見
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
は
自
分
を
英
雄
に
し

て
い
っ
た
。（
Ⅵ
）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、ロ
ド
リ
ゴ
が
信
徒
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
、

自
ら
を
強
い
「
英
雄
」
の
立
場
に
「
し
て
い
く
」、
つ
ま
り
自
己
を
演
出

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
目
の
前
で
信
徒
が
海
に
突
き
落

と
さ
れ
、
自
ら
が
転
ば
な
け
れ
ば
そ
の
ま
ま
信
徒
が
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
状
況
に
陥
っ
た
同
僚
の
ガ
ル
ペ
を
目
に
し
た
際
に
は
、ロ
ド
リ
ゴ
は「
眼

を
つ
ぶ
り
、
今
か
ら
起
る
出
来
事
か
ら
卑
怯
に
も
司
祭
は
眼
を
そ
ら
そ
う

と
」（
Ⅶ
）
す
る
と
捉
え
ら
れ
、
そ
の
「
卑
怯
」
さ
が
批
判
さ
れ
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
再
会
し
た
場
面
で
も
、
彼
の
心
理
は
、
自

ら
の
「
寂
し
さ
」
と
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
「
孤
独
」
を
比
べ
た
時
、「
始
め
て

自
尊
心
が
満
足
さ
せ
ら
れ
微
笑
す
る
こ
と
が
で
き
た
」（
Ⅶ
）と
分
析
さ
れ
、

そ
の
「
強
さ
」
が
「
自
尊
心
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
批
判
さ
れ
る
。
語
り

手
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
エ
ゴ
を
批
判
的
に
炙
り
出
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

次
に
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
を
踏
ん
で
裏
切
る
場
面
ま
で
の
流
れ
を
見
て

い
く
。
独
房
に
入
れ
ら
れ
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
自
ら
の
殉
教
を
覚
悟
す
る
。
こ

こ
で
は
再
び
ロ
ド
リ
ゴ
は
世
間
か
ら
孤
立
し
、
己
の
死
だ
け
と
向
き
合
う

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
孤
立
し
た
状
況
で
「
強
さ
」
を
回
復
し
た
ロ

ド
リ
ゴ
は
、
キ
チ
ジ
ロ
ー
へ
の
「
軽
蔑
の
気
持
ち
は
ど
う
し
て
も
拭
い
去

る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
Ⅷ
）。
そ
し
て
、
独
房
の
外
か
ら
聞
こ
え
る
唸
り

声
を
「
愚
鈍
な
鼾
」（
Ⅷ
）
と
呼
び
、「
無
智
な
者
は
死
の
恐
怖
を
感
じ
な

い
」（
Ⅷ
）
と
、声
の
主
に
対
し
て
も
軽
蔑
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
拷
問
に
呻
く
信
徒
の
声
だ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、
は

じ
め
て
自
ら
の
傲
慢
さ
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
語
り
手
が
「
自
分
だ
け
が

こ
の
夜
あ
の
人
と
同
じ
よ
う
に
苦
し
ん
で
い
る
の
だ
と
傲
慢
に
も
信
じ
て

い
た
」（
Ⅷ
）
と
語
る
と
き
、
語
り
手
は
あ
く
ま
で
ロ
ド
リ
ゴ
の
内
面
を

代
弁
す
る
に
留
ま
っ
て
お
り
、
彼
の
行
為
を
批
評
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

ロ
ド
リ
ゴ
に
近
接
し
、
傲
慢
さ
の
自
覚
に
始
ま
る
彼
の
転
換
を
語
る
の
で

あ
る
。

自
ら
の
傲
慢
さ
を
自
覚
し
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
、フ
ェ
レ
イ
ラ
に
促
さ
れ
て
、

踏
絵
に
足
を
か
け
よ
う
と
す
る
。

そ
の
時
、
踏
む
が
い
い
と
銅
版
の
あ
の
人
は
司
祭
に
む
か
っ
て
言
っ
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た
。
踏
む
が
い
い
。
お
前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の
私
が
一
番
よ
く
知
っ

て
い
る
。
踏
む
が
い
い
。
私
は
お
前
た
ち
に
踏
ま
れ
る
た
め
、
こ
の

世
に
生
れ
、
お
前
た
ち
の
痛
さ
を
分
つ
た
め
十
字
架
を
背
負
っ
た
の

だ
。

　

こ
う
し
て
司
祭
が
踏
絵
に
足
を
か
け
た
時
、
朝
が
来
た
。
鶏
が
遠

く
で
鳴
い
た
。（
Ⅷ
）

作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
い
う
べ
き
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
多

く
の
論
者
が
注
目
し
、
踏
絵
の
正
当
性
の
如
何
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。

初
版
解
説
で
は
亀
井
勝
一
郎
が
「
最
後
ま
で
基
督
を
し
て
沈
黙
せ
し
め 

よ
」 

と
語
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
牧
師
で
あ
る
粕
谷
甲
一
は
こ
の
場
面

に
つ
い
て
「
こ
の
書
の
最
も
残
念
な
点
」 

と
、
神
の
声
を
聞
い
て
踏
み
絵

を
踏
む
と
い
う
展
開
を
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
語
り
に
注
目
す
る

と
、「
銅
版
の
あ
の
人
は
～
言
っ
た
」
と
い
う
一
文
は
語
り
手
に
よ
る
客

観
描
写
で
あ
り
、
つ
づ
く
「
踏
む
が
い
い
」
以
降
は
、
語
り
手
が
「
あ
の

人
」
の
言
葉
を
地
の
文
で
代
弁
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
語

り
手
は
ロ
ド
リ
ゴ
の
踏
絵
に
対
し
て
批
評
を
下
す
こ
と
は
し
な
い
。
そ
し

て
、
ロ
ド
リ
ゴ
は
踏
絵
を
踏
み
、「
裏
切
り
」
を
象
徴
す
る
よ
う
に
「
鶏

が
鳴
く
」
の
で
あ
る
。

こ
の
「
鶏
が
鳴
く
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
、
ペ

ト
ロ
が
イ
エ
ス
の
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
三
度
否
定
し
た
、
つ
ま
り
ペ
ト
ロ

が
イ
エ
ス
を
裏
切
っ
た
時
に
「
鶏
が
鳴
い
た
」
と
語
ら
れ
る
場
面
を
下
敷

き
に
し
て
い
る
と
遠
藤
自
身
が
語
っ
て
い
る
。注
目
さ
れ
る
の
は
、『
沈
黙
』

（
7
）

（
8
）（

9
）

で
は
直
前
に
、
聖
書
に
は
な
い
「
朝
が
来
た
」
と
い
う
一
文
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
長
い
苦
し
い
夜
が
明
け
た
」
と
き
に
ロ
ド
リ
ゴ

が
踏
絵
を
踏
む
こ
と
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
教
会
の
神
で
は
な
く
「
私
の
主
」

と
い
う
新
た
な
信
仰
を
見
つ
け
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。つ

づ
い
て
、
踏
み
絵
を
踏
ん
だ
後
の
ロ
ド
リ
ゴ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
こ
う
。
Ⅸ
章
冒
頭
「
こ
の
年
の
夏
は
、
雨
が

少
な
か
っ
た
」「
牛
糞
の
臭
い
が
こ
の
頃
ど
こ
に
行
っ
て
も
臭
か
っ
た
」、

と
長
崎
の
環
境
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
、
語
り
手
自
身
が
経
験
し
た
か
の
よ

う
な
語
り
口
は
、
語
り
手
が
ロ
ド
リ
ゴ
と
ほ
と
ん
ど
一
体
化
す
る
ほ
ど
の

距
離
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。

棄
教
し
た
ロ
ド
リ
ゴ
は
「
私
の
心
を
裁
く
の
は
あ
の
連
中
た
ち
で
は
な

く
、
主
だ
け
な
の
だ
」（
Ⅸ
）
と
人
に
よ
る
「
裁
き
」
を
否
定
し
、「
も
う

自
分
の
す
べ
て
の
弱
さ
を
か
く
し
は
せ
ぬ
」（
Ⅸ
）
と
自
ら
の
「
弱
さ
」

を
認
識
す
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
は
教
会
の
人
間
の
こ
と
を
「
あ
の
連
中
」
と
呼

び
、
教
会
へ
の
裏
切
り
を
裁
く
の
は
「
私
の
主
」
だ
と
語
ら
れ
る
。
教
会

の
教
え
る
神
と
は
別
の
「
私
の
主
」
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
語
り
は
す
べ
て
、
ロ
ド
リ
ゴ
に
成
り
代
わ
っ
た
語
り
手
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

「
ヨ
ナ
セ
ン
の
日
記
」（
④
）
を
挟
ん
だ
あ
と
の
場
面
で
も
、
ロ
ド
リ
ゴ

は
裁
く
こ
と
を
否
定
し
続
け
る
。
こ
の
日
記
の
挿
入
前
は
一
六
四
四
年
の

夏
、
挿
入
後
は
一
六
四
六
年
と
考
え
ら
れ
、
二
年
が
経
過
し
て
い
る
が
、

そ
こ
で
も
ロ
ド
リ
ゴ
は
「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
の
に
…
…
」（
Ⅸ
）
と

（
１0
）
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心
中
で
呟
き
、「
自
分
は
彼
等
を
裏
切
っ
て
も
あ
の
人
を
決
し
て
裏
切
っ

て
は
い
な
い
」（
Ⅸ
）
と
、「
私
の
主
」
を
裏
切
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を

繰
り
返
し
て
い
る
。
佐
藤
泰
正
が
、
弱
者
を
誰
が
裁
く
こ
と
が
で
き
る
の

か
と
い
う
「
作
者
の
熾
し
い
プ
ロ
テ
ス
ト
」
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
論
じ

た
よ
う
に
、
頻
り
に
語
ら
れ
る
「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉

は
、『
沈
黙
』
の
重
要
な
テ
ー
マ
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
③
に
お
け
る
非
人
称
の
語
り
を
整
理
す
る
。
こ
れ
ま
で
見
た

よ
う
に
、
語
り
手
と
作
中
人
物
の
距
離
は
可
変
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
お
お

む
ね
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
め
は
、
完
全
に
客
観
的
な
視

点
に
立
ち
、
外
か
ら
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
情
や
行
為
を
語
る
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
情
は
括
弧
に
よ
っ
て
地
の
文
と
は
区
別
し
て
語

ら
れ
る
。
ま
た
、
と
き
に
語
り
手
は
ロ
ド
リ
ゴ
の
行
為
に
対
し
て
批
判
を

行
う
こ
と
も
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、地
の
文
に
お
い
て
ロ
ド
リ
ゴ
に「
お

前
」
と
呼
び
か
け
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
中
に
内
在

す
る
「
他
者
」
の
声
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
「
踏
む
が
い
い
。
お

前
の
足
の
痛
さ
を
こ
の
私
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
る
」（
Ⅷ
）
と
い
う
叙

述
に
つ
い
て
言
え
ば
、「
あ
の
人
」
と
は
す
な
わ
ち
、後
に
ロ
ド
リ
ゴ
が
「
私

の
主
」
と
呼
ぶ
人
物
で
あ
り
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
外
に
実
在
し
て
い
る
人
物
で

は
な
い
。
語
り
手
は
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
内
に
入
り
込
み
、
内
な
る
「
他
者
」

の
声
を
語
る
こ
と
も
出
来
る
の
だ
。

第
三
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
心
情
を
代
弁
す
る
語
り
で
あ
る
。
二
つ
目
の
場

合
は
あ
く
ま
で
「
他
者
」
の
声
と
し
て
ロ
ド
リ
ゴ
に
は
認
識
さ
れ
て
い
る

が
、こ
の
場
合
は
彼
自
身
の
声
の
再
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。地
の
文
に「
私
」

（
１１
）

と
い
う
一
人
称
が
見
ら
れ
る
場
合
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
の

場
合
、
ロ
ド
リ
ゴ
に
成
り
代
わ
る
語
り
手
は
、
彼
に
対
し
批
判
的
な
発
言

を
行
わ
な
い
。
作
品
の
展
開
を
追
っ
て
い
く
と
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
転
ん
だ
の

ち
の
場
面
は
、
三
つ
目
の
ロ
ド
リ
ゴ
に
成
り
代
わ
る
語
り
か
、
あ
る
い
は

客
観
描
写
で
批
判
を
一
切
加
え
な
い
語
り
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ド
リ
ゴ
が
「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
」
と
い
う
思
想
に
辿
り
着
い
た
と

こ
ろ
で
は
、
そ
の
語
り
の
特
性
上
、
語
り
手
も
ま
た
ロ
ド
リ
ゴ
を
「
裁
く
」

こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
③
に
お
け
る
非
人
称
の
語
り
に
つ
い
て
、
小
嶋
洋
輔
は
「
作
品
を

一
元
化
へ
と
向
か
わ
せ
る
強
力
な
権
力
を
語
り
手
が
有
し
て
い
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。『
沈
黙
』
の
構
成
が
、「
遠
藤
周
作
」
に
よ
っ
て
周
到
に
配

置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
構
成
の
下
で
、
作
品
の
主
題
を
一
点
へ
と

向
か
わ
せ
る
よ
う
な
強
力
な
権
力
を
持
つ
語
り
手
が
語
っ
て
い
た
の
だ
と

捉
え
る
の
が
、
小
嶋
の
解
釈
で
あ
る
。
確
か
に
非
人
称
の
語
り
は
自
在
に

動
き
回
っ
て
お
り
、
こ
の
語
り
に
よ
っ
て
主
題
が
意
識
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
最
初
に
も
確
認
し
た

通
り
、
多
く
の
語
り
手
が
登
場
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
を
無
視
し

て
、
非
人
称
の
語
り
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
主
題
を
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
。
本
作
品
の
結
末
が
非
人
称
の
語
り
で
は
な
い
別
の
語
り
手
に
よ
っ
て

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ
。
以
下
、
④
⑤
の
異
な
る
語
り
手

に
よ
る
叙
述
を
み
て
い
こ
う
。

（
１2
）
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四
、

　

Ⅸ
章
の
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
長
崎
出
島
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
ヨ

ナ
セ
ン
の
日
記
」（
④
）
は
、
村
上
直
次
郎
訳
『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の

日
記
』
第
一
輯
、
第
二
輯
、（
岩
波
書
店
、
一
九
五
六
年
、
一
九
五
七
年
）

に
基
づ
い
て
い
る
。
約
二
年
分
の
日
記
を
抜
粋
、
引
用
し
た
形
で
作
品
に

組
み
込
ま
れ
て
お
り
、「
ま
え
が
き
」
が
本
編
へ
続
く
舞
台
を
整
え
た
の

と
同
様
に
、
二
年
間
の
時
の
流
れ
を
示
し
て
場
面
を
転
換
す
る
働
き
を

も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
背
教
し
た
司
祭
の
動
向
が
語
ら
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
に
つ
い
て
書
き
手
自
身
の
批
評
な
ど
が
下
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
唯
一
、
フ
ェ
レ
イ
ラ
に
関
し
て
「
そ
の
心
は
腹
黒
い
」
と
記
し
た

一
文
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
、本
作
の
最
後
に
、章
番
号
を
付
さ
ず
に
引
用
さ
れ
る
の
が
「
切

支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」（
⑤
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
遠
藤
は
あ
と

が
き
で
「『
続
々
群
書
類
従
』
中
の
査
祅
余
録
か
ら
抜
粋
し
、書
き
直
し
た
」

と
明
か
し
て
い
る
。「
査
祅
余
録
」
と
は
、
切
支
丹
屋
敷
に
勤
め
て
い
た

与
力
の
日
記
で
あ
り
、
そ
の
特
徴
は
「
キ
リ
シ
タ
ン
屋
敷
内
の
生
活
を
そ

の
ま
ま
に
反
映
し
、
き
わ
め
て
簡
潔
で
客
観
的
で
あ
る
か
ら
、
信
憑
性
が

高
い
。
た
だ
し
、
下
役
の
見
聞
記
で
あ
る
か
ら
記
事
は
外
面
的
な
こ
と
に

と
ど
ま
り
、種
々
の
調
査
内
容
や
批
判
に
は
入
ら
な
い
」と
い
わ
れ
る
。「
査

祅
余
録
」
と
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
の
相
異
に
つ
い
て
は
笠
井
秋
生

が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
笠
井
に
よ
れ
ば
、
内
容
の
入
れ
替
え
、
書
き
換

え
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、「
き
わ
め
て
簡
潔
で
客
観
的
」、

そ
し
て
「
批
判
に
は
入
ら
な
い
」
と
い
う
「
査
祅
余
録
」
の
特
色
は
そ
の

（
１3
）

（
１4
）

ま
ま
「
役
人
日
記
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
作
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
資
料
は
、
ロ
ド
リ

ゴ
の
そ
の
後
を
客
観
的
に
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
批
判
・
評
価
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。そ
も
そ
も
、「
引
用
」

と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、『
沈
黙
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
二
つ
の

資
料
に
限
ら
な
い
。「
ま
え
が
き
」
か
ら
「
ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
」
そ
し
て

非
人
称
の
語
り
に
い
た
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
か
ら
語
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
を
「
引
用
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
作
は
一
つ
の
作
品

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
の
文
章
を
組
み
合
わ
せ

た
の
は
一
体
誰
な
の
か
。

シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ト
マ
ン
は
、『
小
説
と
映
画
の
修
辞
学
』
の
な
か
で
、

「
理
論
上
い
か
に
魅
力
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
テ
ク
ス
ト
を
現
実
の
作
者
の

発
話
行
為
と
し
て
読
む
の
は
、
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
論
的
複
雑
さ
を

説
明
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
単
純
す
ぎ
る
」
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
直

接
作
者
の
存
在
を
導
き
出
す
こ
と
に
異
議
を
唱
え
、
ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー

ス
が
唱
え
た
「
内
包
さ
れ
た
作
者
」
と
い
う
概
念
を
擁
護
し
た
。
チ
ャ
ト

マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
内
包
さ
れ
た
作
者
」
と
は
「
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
読

む
べ
き
か
、
テ
ク
ス
ト
の
構
成
要
素
の
選
択
と
配
列
を
い
か
に
説
明
す
る

か
に
つ
い
て
読
者
に
教
え
て
く
れ
る
源
」
な
の
で
あ
る
。

言
語
学
者
の
福
沢
将
樹
は
こ
れ
を
引
き
う
け
、
文
章
を
引
用
し
て
い
る

存
在
を
「
潜
在
的
引
用
者
」
と
呼
ん
だ
。「
潜
在
的
引
用
者
」
は
、「
内
包

さ
れ
た
作
者
」
同
様
に
、「
自
分
の
意
見
・
感
想
・
観
察
等
の
内
容
を
直

接
表
現
す
る
こ
と
は
な
い
」、
つ
ま
り
声
を
持
た
な
い
。
し
か
し
、「
文
章

（
１5
）

（
１6
）
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の
配
列
・
取
捨
選
択
等
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
間
接
的
に
意
見
を
窺
わ

せ
た
り
、
文
章
の
内
容
の
信
憑
性
を
高
め
た
り
疑
わ
せ
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
さ
れ
る
。

本
作
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
潜
在
的
引
用
者
」
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、本
作
の
①
～
⑤
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
が
、「
潜
在
的
引
用
者
」

に
よ
っ
て
引
用
・
統
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、「
潜
在
的
引
用
者
」
に
よ
っ
て
語
り
手
に
「
声
」
が
与
え
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
語
り
手
に
語

ら
せ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、「
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ロ
ド
リ
ゴ
の
書
簡
」（
②
）

で
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
か
ら
弱
者
キ
チ
ジ
ロ
ー
に
、
三
人
称
客
観
形
式
で
語
ら

れ
る
場
面
で
は
、「
語
り
手
」
か
ら
ロ
ド
リ
ゴ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
批
評
の
眼

が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ド
リ
ゴ
や
非
人
称
の
語
り
手
は
、
単

に
出
来
事
を
記
述
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
裁
く
」
存
在
と
捉
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
非
人
称
の
語
り
手
は
ロ
ド
リ
ゴ
に
対
し
て
様
々
な
距
離
を
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
Ⅸ
章
（
③
）
で
ロ
ド
リ
ゴ
が
「
私
の
主
」
を
見
つ
け
た
の

ち
の
場
面
で
は
、ロ
ド
リ
ゴ
に
対
し
て
批
評
を
行
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

作
品
の
最
後
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」（
⑤
）
は
、

外
面
的
な
出
来
事
の
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
役
人
日
記
」

に
つ
い
て
の
説
明
が
非
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。「
潜
在
的
引
用
者
」
は
、
非
人
称
の
語
り
手
に
「
声
」
を
与
え
て
解

説
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
単
体
で
「
役
人
日
記
」
を
配
置
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
品
は
後
半
に
す
す
む
に
つ
れ
て
批
評
の
眼
差
し
が
弱
ま
っ

て
い
る
の
だ
。「
役
人
日
記
」（
⑤
）
に
は
批
評
の
眼
が
全
く
な
い
と
い
っ

て
も
よ
い
。
こ
こ
か
ら
、「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
」
と
い
う
ロ
ド
リ
ゴ

が
辿
り
着
い
た
思
想
と
本
作
の
叙
述
形
式
が
連
関
し
て
い
る
と
言
え
る
。

作
品
の
後
半
で
ロ
ド
リ
ゴ
が
「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
」（
Ⅸ
）
と
語
り
、

裁
き
は
「
私
の
主
」
に
委
ね
ら
れ
た
。
そ
し
て
語
り
の
形
式
に
お
い
て
も
、

作
中
人
物
を
裁
く
語
り
手
が
退
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
た
こ
と
で
、
作
品
を
読
む
側
に
は

問
題
が
生
じ
た
。
そ
れ
は
特
に
、「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」（
⑤
）
に
関

す
る
問
題
で
あ
る
。
漢
文
の
書
き
下
し
文
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
現
代

語
訳
が
な
さ
れ
て
い
な
い
「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
を
、
広
石
廉
二
は

「
難
点
」
と
呼
び
、「
こ
の
章
は
、
率
直
に
言
っ
て
、
私
に
は
難
解
す
ぎ

た
」
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、「
切
支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」
に
お
け
る
次

の
一
文
が
、
誤
解
を
生
じ
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。

　
　

一
、
正
月
廿
日
よ
り
二
月
八
日
迄
、
岡
田
三
右
衛
門
儀
、
宗
門
の
書

物
相
認
め
申
し
候
様
に
と
遠
江
守
申
付
け
ら
れ
候
、
之
に
よ
り
鵜
飼

庄
左
衛
門
、
加
用
伝
右
衛
門
、
星
野
源
助
、
御
番
引
き
、
右
の
用
懸

り
申
付
け
ら
れ
候
、　　
（
傍
線
部
マ
マ
）

こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
宗
門
の
書
物
」
を
、
広
石
は
「
背
教
の
書
」「
キ

リ
ス
ト
教
の
偽
り
を
顕
ら
か
に
す
る
た
め
の
本
」
と
読
み
、
広
石
の
友
人

た
ち
も
「
こ
の
章
を
付
録
み
た
い
な
考
え
方
を
し
て
読
ん
で
い
な
い
か
、

（
１7
）
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読
ん
で
い
て
も
私
と
同
じ
よ
う
な
読
み
方
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
い

う
。　な

お
、「
日
記
」
の
も
と
と
な
っ
た
「
査
祅
余
録
」
に
も
「
宗
門
之
書
物
」

と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。こ
れ
は
、ロ
ド
リ
ゴ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ジ
ュ

ゼ
ッ
ペ
・
キ
ャ
ラ
が
著
し
た
書
物
の
こ
と
で
、「
切
支
丹
の
説
明
書
」
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
遠
藤
周
作
の
意
図
は
、
史
実
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。

遠
藤　
「
書
物
」
と
い
う
の
を
私
の
「
沈
黙
」
英
訳
本
な
ん
か
の
見

ま
し
て
も
、「
ブ
ッ
ク
」
と
訳
し
て
い
る
。「
ラ
イ
ト
・
ア
・
ブ
ッ
ク
」

と
い
う
ふ
う
に
。
私
、
ブ
ッ
ク
の
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
、「
誓
約
書
」
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
す
。
誓
約
書
と
い

う
の
は
も
う
一
度
、
拷
問
に
か
け
ら
れ
て
、
ま
た
「
私
は
転
び
ま
す
」

と
い
っ
た
誓
約
書
で
す
。し
か
し
拷
問
に
か
け
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、

「
私
は
や
っ
ぱ
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
す
」
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
た

た
め
で
す
。（
略
）そ
れ
か
ら
キ
チ
ジ
ロ
ー
も
聖
メ
タ
ル
も
っ
て
い
て
、

処
罰
さ
れ
ま
す
。だ
か
ら
、彼
ら
二
人
は
転
ん
で
も
ま
た
立
ち
な
お
っ

て
、
ま
た
転
ん
で
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
の
だ
と
暗
示
し
て

お
き
た
か
っ
た
。 

遠
藤
に
よ
れ
ば
、「
役
人
日
記
」
に
お
け
る
「
書
物
」
と
は
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
、
も
う
一
度
転
ん
だ
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
書
類
と
い
う
意
味
だ
っ
た
と
い
う
。

（
１8
）

（
１9
）

し
か
し
、
読
者
の
う
ち
に
は
遠
藤
の
意
図
し
た
と
お
り
に
読
み
取
る
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
人
が
い
る
だ
け
で
な
く
、「
役
人
日
記
」
を
読
ん
で

い
な
い
人
す
ら
い
た
。「
役
人
日
記
」
の
難
解
さ
が
そ
の
一
因
と
な
っ
て

い
る
だ
ろ
う
。
あ
え
て
説
明
を
加
え
ず
、
引
用
に
と
ど
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
自
体
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
と
い
う
皮
肉
な
事
態

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、初
刊
本
に
は
存
在
し
て
い
た
「
あ
と
が
き
」
に
も
注
目
し
た
い
。

「
あ
と
が
き
」
で
は
、「
著
者
」
が
本
作
品
に
と
り
か
か
る
に
至
っ
た
経
緯
、

ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
が
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
近
い
」
と
い
っ
た
解

説
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
キ
ャ
ラ
と
ロ
ド
リ
ゴ

の
違
い
、
そ
し
て
「
ヨ
ナ
セ
ン
の
日
記
」「
役
人
日
記
」
の
も
と
に
な
っ

た
テ
キ
ス
ト
が
『
オ
ラ
ン
ダ
商
館
日
記
』「
査
祅
余
録
」
で
あ
る
こ
と
、

な
ど
が
書
か
れ
て
い
た
。

池
内
輝
雄
は
、
一
般
的
に
は
あ
と
が
き
は
「
作
品
」
に
は
含
ま
れ
な
い

も
の
の
、
一
冊
の
書
物
と
し
て
作
品
を
見
る
と
き
に
、「「
あ
と
が
き
」
は

〈
作
品
〉
の
重
要
な
構
成
要
素
と
考
え
ら
れ
る
」
と
い
い
、
あ
と
が
き
を

読
む
こ
と
で
読
者
は
「
新
た
な
解
釈
の
興
味
に
か
り
た
て
ら
れ
る
」
と
主

張
し
た
。
そ
し
て
、
特
に
本
作
品
に
お
い
て
は
、
あ
と
が
き
で
モ
デ
ル
が

明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で
、「
逆
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
が
強
調
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
」
と
池
内
は
と
ら
え
て
い
る
。
池
内
の
説
に
付
け
加
え
る
な

ら
ば
、「
著
者
」
と
い
う
名
前
が
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
あ
と
が
き
」
を
読

む
こ
と
で
、
読
者
は
作
品
を
作
り
上
げ
た
存
在
と
し
て
の
「
著
者
」
を
書

物
の
中
に
感
じ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
20
）
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「
ロ
ド
リ
ゴ
の
最
後
の
信
仰
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
近
い
」
と
「
著

者
」
が
書
い
た
時
、
読
者
の
解
釈
は
自
然
と
「
著
者
」
の
発
言
を
受
け
入

れ
る
、
あ
る
い
は
そ
の
発
言
を
基
に
解
釈
す
る
方
向
に
進
む
と
予
想
さ
れ

る
。
作
品
を
読
む
う
え
で
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
「
著
者
」
が
現
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
文
庫
版
『
沈
黙
』
で
は
こ
の
「
あ
と
が
き
」
が
削
除
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
読
者
は
作
品
に
お
け
る
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
の「
著
者
」

の
姿
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、「
裁

く
」
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い

か
。
つ
ま
り
、
作
品
に
お
い
て
絶
対
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
読
者
が
考

え
る
「
著
者
」
す
ら
も
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
で
、
作
品
内
か
ら
「
裁
く
」

存
在
を
徹
底
的
に
排
除
し
て
い
る
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、「
裁
く
の
は

人
で
は
な
い
」
と
い
う
思
想
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、

『
沈
黙
』
の
物
語
内
部
で
は
、「
強
者
」
で
あ
っ
た
ロ
ド
リ
ゴ
が
、
自
ら

も
弱
者
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
で
、「
弱
者
」
を
裁
く
こ
と

が
否
定
さ
れ
た
（
②
）。
そ
の
ロ
ド
リ
ゴ
に
つ
い
て
語
る
語
り
手
は
、
時

に
ロ
ド
リ
ゴ
を
批
判
し
、
エ
ゴ
を
炙
り
出
す
働
き
を
し
て
い
た
が
、
作
品

の
展
開
の
な
か
で
ロ
ド
リ
ゴ
に
一
体
化
す
る
ほ
ど
の
距
離
に
立
つ
こ
と
も

あ
っ
た
（
③
）。
作
品
の
後
半
部
で
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

近
距
離
の
語
り
の
中
で
は
ロ
ド
リ
ゴ
へ
の
批
評
や
批
判
は
出
来
ず
、
小
嶋

洋
輔
の
言
う
「
寄
り
添
う
」
存
在
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
語
り
手
は
、
本
作
の
な
か
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
「
切

支
丹
屋
敷
役
人
日
記
」（
⑤
）
が
挿
入
さ
れ
た
と
き
に
は
「
声
」
を
与
え

ら
れ
な
い
。
作
品
の
終
末
部
で
は
、
裁
く
存
在
と
し
て
の
語
り
手
は
拒
否

さ
れ
、
外
面
的
な
叙
述
に
留
ま
っ
た
「
日
記
」
の
引
用
だ
け
で
『
沈
黙
』

本
文
は
閉
じ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
文
庫
版
『
沈
黙
』
で
は
、
初
刊
版
に
は
見
ら
れ
た
「
著
者
」

の
「
あ
と
が
き
」
も
削
除
さ
れ
る
。
作
品
に
対
し
て
大
き
な
権
力
を
握
っ

て
い
る
存
在
と
考
え
ら
れ
る
「
著
者
」
す
ら
も
、
一
冊
の
書
物
の
世
界
か

ら
退
場
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

『
沈
黙
』
は
、
ロ
ド
リ
ゴ
が
「
裁
く
の
は
人
で
は
な
い
」
と
い
う
思
想

に
至
る
と
い
う
作
品
展
開
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
語
り
の
方
法
、
そ
し
て
構

成
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
見
て
も
、「
人
に
よ
る
人
へ
の
裁
き
の
否
定
」

と
い
う
思
想
が
貫
か
れ
た
作
品
だ
と
い
え
る
。
こ
の
「
裁
く
の
は
人
で
は

な
い
」
と
い
う
思
想
が
、
遠
藤
の
初
期
評
論
の
な
か
に
既
に
み
ら
れ
る
こ

と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

恐
ら
く
カ
ト
リ
ッ
ク
者
の
中
に
は
ス
コ
ウ
ビ
イ
の
救
済
に
暗
点
を
み

と
め
る
者
も
多
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。し
か
し
、裁
く
の
は
神
で
あ
っ

て
、
我
々
で
は
な
い
。
我
々
に
は
ス
コ
ウ
ビ
イ
も
考
え
た
よ
う
に
他

者
は
も
と
よ
り
、
自
分
自
身
に
も
理
解
し
え
ぬ
最
後
の
部
分
が
あ
る

の
で
す
。
神
の
恩
寵
の
光
が
あ
た
る
の
は
、
こ
の
魂
の
ひ
そ
か
な
部

分
で
あ
り
ま
す
。 

（
2１
）
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グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ン
の
『
事
件
の
核
心
』
に
つ
い
て
論
じ
た
評
論
「
憐

憫
の
罪
」
の
中
で
、
遠
藤
は
以
上
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク

作
家
は
カ
ト
リ
ッ
ク
者
で
も
あ
る
以
上
、
作
中
人
物
が
救
い
を
受
け
る
こ

と
を
望
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
人
物
を
歪
め
る
こ

と
は
出
来
ず
、
最
後
に
裁
く
の
は
あ
く
ま
で
「
神
」
で
あ
る
、
と
い
う
。

こ
れ
は
、
遠
藤
自
身
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
と
し
て
の
立
場
に
通
じ
る
も
の

だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、『
沈
黙
』
に
つ
い
て

も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ド
リ
ゴ
の
裏
切
り
と
そ
の
後
の

生
涯
は
「
著
者
」
に
も
「
語
り
手
」
に
も
裁
く
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
な

の
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゴ
が
踏
絵
を
踏
ん
だ
と
い
う
事
実
は
否
定
出
来
な
い

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ロ
ド
リ
ゴ
の
信
仰
を
否
定
し
た
り
批
評
し
た
り
す
る

こ
と
は
、
人
に
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
、『
沈
黙
』
の
最
後
は
裁

く
存
在
を
徹
底
的
に
排
除
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
本
作
に
お
け
る

裏
切
り
は
、
裏
切
り
と
し
て
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
客
観
的
に
「
裁

く
」
こ
と
は
で
き
な
い
、
不
可
侵
な
領
域
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
語
り
手
の
退
場
に
よ
っ
て
問
題
も
生
じ
て
い
た
。
結
果
と
し

て
、
遠
藤
の
意
図
と
異
な
る
解
釈
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、「
語
り
手
」
が

注
釈
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一

方
で
、遠
藤
文
学
の
「
第
一
期
の
円
環
を
閉
じ
た
」
作
品
で
あ
る
『
沈
黙
』

に
お
い
て
、
現
実
の
作
者
で
あ
る
遠
藤
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
者
と
し
て
の
立

場
と
作
品
の
形
式
、そ
し
て
内
容
の
三
者
が
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

本
作
品
の
特
徴
と
し
て
注
目
に
値
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
注
】

（
１
） 

遠
藤
周
作
、平
岡
篤
頼
「
弱
虫
か
ら
強
虫
へ
―
―
早
稲
田
文
学
対
談
４
」『
早

稲
田
文
学
（
第
八
次
）』
第
四
十
号
、
早
稲
田
文
学
会
、
一
九
七
九
年
九
月

（
２
）
根
岸
正
純
「
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
の
文
体
の
一
特
性
」『
岐
阜
女
子
大
学
短

期
大
学
研
究
紀
要
』
一
九
八
四
年
→
石
内
徹
編
「
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
作

品
論
集
」
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
二
年

（
３
）
小
嶋
洋
輔
「
遠
藤
周
作
作
品
と
語
り
手
―
―
作
家
「
遠
藤
周
作
」
の
連
続

性
を
探
る
―
―
」『
遠
藤
周
作
論
―
救
い
の
位
置
―
』
双
文
社
出
版
、
二
〇

一
二
年

（
４
）
金
賢
善
「
遠
藤
周
作
の
『
沈
黙
』
論
―
―
語
り
手
と
構
成
を
中
心
に
―
―
」

『
日
本
文
学
紀
要
』
第
十
三
号
、
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
、
二
〇
〇
二
年

（
５
）
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
ー
ニ
、
池
上
公
平
訳
『
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
』
東
京
書
籍
、
一
九
九
三
年
（
原
著　

Alessandro 

Angelini

『Piero D
ella  Francesca

』Scala Books,1985

）

（
６
）
注
2
に
同
じ
。

（
７
）
亀
井
勝
一
郎
「
感
想
」『
沈
黙
』
附
録
、
新
潮
社
、
一
九
六
六
年

（
８
）
粕
谷
甲
一
「「
沈
黙
」
に
つ
い
て
」　
『
世
紀
』
一
九
四
号
、
エ
ン
デ
ル
レ
書

店
、
一
九
六
六
年
七
月

（
９
） 
遠
藤
周
作
『
沈
黙
の
声
』
一
九
九
二
年
、
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
社 

こ
こ
で
遠
藤
は
、「
そ
の
場
面
を
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
読
者
は
、「
単
に
鶏

が
鳴
い
た
」
と
し
か
読
ん
で
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
長
い
苦
し
い

夜
が
明
け
て
鶏
が
鳴
い
た
と
書
け
ば
、
外
国
で
は
そ
こ
に
聖
書
の
な
か
の

ペ
テ
ロ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
」



－　　－14

と
、
日
本
と
西
洋
で
の
受
容
の
さ
れ
方
の
違
い
に
言
及
し
て
い
る
。

（
10
）
注
9
に
同
じ
。

（
11
）
佐
藤
泰
正
「
遠
藤
周
作
―
『
沈
黙
』
を
視
座
と
し
て
―
」『
国
文
学
解
釈
と

教
材
の
研
究
』
第
一
四
巻
三
号
、
学
灯
社
、
一
九
六
九
年
二
月

（
12
）
注
3
に
同
じ

（
13
）「
査
祆
余
録
」（
Ｈ.

チ
ー
ス
リ
ク
）『
国
史
大
辞
典
』
第
六
巻
、吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
五
年

（
14
）
笠
井
秋
生
「『
沈
黙
』
―
―
父
の
宗
教
か
ら
母
の
宗
教
へ
の
転
換
」『
遠
藤

周
作
論
』、
双
文
社
出
版
、
一
九
八
七
年

（
15
）
シ
ー
モ
ア
・
チ
ャ
ト
マ
ン
、
田
中
秀
人
訳
『
小
説
と
映
画
の
修
辞
学
』、
水

声
社
、
一
九
九
八
年

 

（
原
著　

Seym
our Chatm

an,

『Com
ing to Term

s:The Rhetoric of 

N
arrative in Finction and Film

』Cornell U
niversity Press,1990

）

（
16
）
福
沢
将
樹
「
文
章
を
潜
在
的
に
引
用
す
る
機
能
に
つ
い
て
」
田
島
毓
堂
・

釘
貫
亨
編
『
名
古
屋
大
学
日
本
語
学
研
究
室
：
過
去
・
現
在
・
未
来
』
名

古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
二
年
四
月
→
福
沢
将
樹
『
ナ
ラ

ト
ロ
ジ
ー
の
言
語
学　

表
現
主
体
の
多
様
性
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
五

年

（
17
）
広
石
廉
二
「『
沈
黙
』
―
―
踏
絵
を
踏
む
足
の
痛
み
」『
解
説　

遠
藤
周
作

の
す
べ
て
』
講
談
社
、
一
九
七
七
年
→
石
内
徹
編
『
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』

作
品
論
集
』、
ク
レ
ス
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年

（
18
）
宮
崎
道
生
校
注
『
新
訂　

西
洋
紀
聞
』
平
凡
社
、
一
九
六
八
年

 

キ
ャ
ラ
の
記
し
た
書
物
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、『
西
洋
紀
聞
』
に
よ
れ
ば
、

新
井
白
石
が
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
で
あ
る
シ
ド
ッ
チ
の
訊
問
を
行
う
際
に
、

参
考
と
し
て
キ
ャ
ラ
が
記
し
た
書
物
を
読
ん
だ
と
い
う
。

（
19
）
遠
藤
周
作
・
三
好
行
雄
「
文
学
―
―
弱
者
の
論
理
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
第
十
八
巻
二
号
、
一
九
七
三
年
二
月

（
20
）
池
内
輝
雄
「『
沈
黙
』
の
方
法
―
―
『
深
い
河
』
へ
の
行
程
」『
国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
八
巻
十
号
、
学
燈
社
、
一
九
九
三
年
九
月

（
21
）
遠
藤
周
作
「
憐
憫
の
罪
」『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
早
川
書
房
、
一
九

五
四
年
→
『
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
第
十
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
五
年

＊ 

本
文
の
引
用
は
、
す
べ
て
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
新
潮
社
、
一
九
八
一
年

十
月
に
よ
る
。
本
稿
は
二
〇
一
八
年
度
神
戸
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学

学
会
研
究
部
会
（
八
月
二
十
五
日
、
於
神
戸
大
学
滝
川
記
念
学
術
交
流

会
館
）
に
も
と
づ
く
。
会
場
で
コ
メ
ン
ト
を
頂
い
た
方
々
に
感
謝
申
し

上
げ
る
。


