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一　

は
じ
め
に

「
新
潮
」
一
九
三
〇
年
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
『
死
の
素
描
』
は
、『
ル
ウ
ベ
ン
ス

の
偽
画
』（
一
九
二
七
年
）、『
不
器
用
な
天
使
』（
一
九
二
九
年
）、『
聖
家
族
』（
一
九
三
〇
年
）

と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
・
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
の
影
響
が
顕
著
に
見
ら
れ
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
堀
辰
雄
に
と
っ
て
初
の
単
行
本
と
な
っ
た

『
コ
ク
ト
オ
抄
』
が
一
九
二
九
年
四
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
作
は

こ
れ
ま
で
堀
の
コ
ク
ト
ー
受
容
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
証
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
き
た
。作
中
の
具
体
的
な
描
写
に
お
け
る
コ
ク
ト
ー
作
品
の
影
響
に
つ
い
て
は
、

松
田
嘉
子
氏（

１
）、
西
村
靖
敬
氏（
２
）の
論
に
詳
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
宮
坂
康
一
氏
の
指

摘
に
あ
る
よ
う
に
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
コ
ク
ト
ー
の
翻
訳
が
多
く
試
み

ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
内
容
を
読
者
が
十
分
に
理
解
し
て
い
た
と
は
考
え
に

く
い
も
の
が
あ
る（

３
）。
現
に
、
堀
作
品
に
お
け
る
コ
ク
ト
ー
受
容
を
真
っ
先
に
指
摘
し

た
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
・
澁
澤
龍
彥
は
、こ
の
発
見
が
コ
ク
ト
ー
の
翻
訳
に
携
わ
り
「
全

文
を
頭
の
な
か
に
し
っ
か
り
刻
み
つ
け
る
ほ
ど
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
ん
だ
」
自

身
の
「
特
権
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る（

４
）。
無
論
、作
中
に
描
か
れ
る
「
或
る
詩
人
」

の
存
在
は
、「
僕
」
が
コ
ク
ト
ー
の
影
響
を
受
け
た
人
物
と
し
て
造
形
さ
れ
た
事
実

を
示
し
て
お
り
、『
死
の
素
描
』
が
そ
の
影
響
関
係
を
完
全
に
排
除
し
た
形
で
成
立

し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
作
中
で
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
名
が
伏
せ
ら
れ

て
い
る
点
に
は
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
澁
澤
の
発
言
を
鑑
み
て
も
今
日

の
研
究
で
明
ら
か
と
な
っ
た
堀
の
コ
ク
ト
ー
受
容
を
前
提
と
し
た
解
釈
は
、
作
品
発

表
当
時
の
読
者
に
与
え
た
印
象
と
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
堀
辰
雄
に
お
け
る
コ
ク
ト
ー
受
容
と
い
う
従
来
の
解
釈
の
枠
組
み

を
脱
し
、
作
品
発
表
当
時
の
社
会
的
諸
事
情
に
着
目
す
る
こ
と
で
新
た
な
視
点
か

ら
本
作
を
捉
え
直
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
カ
フ
エ
―
時
代
の
只
中
に
位
置
す
る

一
九
三
〇
年
と
い
う
時
代
を
考
慮
し
、『
死
の
素
描
』
の
同
時
代
的
解
釈
の
様
相
を

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

二　
「
天
使
」
の
実
像
と
「
僕
の
天
使
」

シ
ョ
パ
ン
の
ノ
ク
タ
ア
ン
が
流
れ
る
病
室
に
、
ベ
ッ
ド
の
傍
ら
に
は
「
僕
」
を
受

け
持
つ
「
天
使
」
が
佇
む
。
蓄
音
機
か
ら
飛
び
出
し
た
「
真
赤
な
小
鳥
」
は
「
僕
」

の
肋
骨
の
上
に
止
ま
り
、
そ
の
羽
ば
た
き
に
よ
っ
て
「
僕
は
苦
し
く
咳
こ
む
」
の
だ

と
い
う
。
冒
頭
か
ら
描
か
れ
る
の
は
現
実
世
界
か
ら
遠
く
か
け
離
れ
た
非
現
実
的
空

間
で
あ
る
。従
来
は
こ
こ
に
コ
ク
ト
ー
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、

コ
ク
ト
ー
の
詩
的
世
界
を
小
説
内
で
表
現
し
た
と
い
う
の
が
基
本
的
な
解
釈
で
あ
っ

個
人
レ
ポ
ー
ト

堀
辰
雄
『
死
の
素
描
』
―
「
僕
の
天
使
」
が
消
え
る
と
き
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た
。「
天
使
」
と
称
さ
れ
る
看
護
婦
は
「
僕
」
の
語
り
と
共
に
「
死
の
間
諜
」
に
変

貌
を
遂
げ
作
品
世
界
に
不
穏
な
影
を
落
と
し
込
む
。
し
か
し
、
作
中
に
散
見
さ
れ
る

「
天
使
」
の
奇
妙
な
言
動
を
一
つ
ず
つ
紐
解
く
と
、
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
の
は
至
っ

て
平
凡
な
看
護
婦
の
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
女
が
「
死
の
間
諜
」
に
姿
を
変
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
不
可
解
な
二
つ

の
医
療
行
為
に
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
一
つ
は
、「
僕
」
の
脳
貧
血
を
引
き
起
こ
し

た
皮
下
注
射
と
静
脈
注
射
の
混
同
で
あ
り
、も
う
一
つ
は
、脳
貧
血
の
発
作
中
の「
僕
」

の
口
に
「
赤
イ
ン
ク
」
を
注
ぎ
込
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
に
つ

い
て
は
そ
の
信
憑
性
が
疑
わ
し
い
。「
僕
」
の
主
張
に
よ
る
と
彼
女
の
過
失
は
一
度

き
り
で
は
な
く
、「
注
射
し
損
は
れ
る
度
毎
に
」
脳
貧
血
を
起
こ
し
た
と
い
う
が
、

注
射
を
打
っ
た
の
は
看
護
婦
で
な
く
「
医
者
」
で
あ
る
こ
と
が
作
中
か
ら
読
み
取
れ

る
。
そ
の
「
医
者
」
は
「
僕
に
注
射
を
す
る
時
に
は
、
い
つ
も
白
い
看
護
服
を
き
た

僕
の
受
持
の
天
使
を
助
手
に
」
し
て
い
た
。
看
護
婦
が
準
備
す
る
べ
き
注
射
を
間
違

え
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
、
幾
度
も
過
失
を
犯
す
看
護
婦
を
助
手
に
従

え
た
挙
句
、
そ
の
過
失
に
一
度
も
気
が
付
く
こ
と
の
な
い
「
医
者
」
と
い
う
存
在
は

ど
う
に
も
不
可
解
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
医
者
」
の
過
失
に
つ
い
て
の
言
及
が
全

く
見
ら
れ
な
い
語
り
の
在
り
方
に
も
違
和
感
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、

後
者
に
つ
い
て
は
当
時
の
文
献
か
ら
実
際
の
治
療
法
の
可
能
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。『
家
庭
の
衛
生
と
常
備
薬（

５
）』
に
は
、
脳
貧
血
で
卒
倒
し
た
際
に
気
付
け
薬
と

し
て
葡
萄
酒
を
使
用
す
る
こ
と
の
有
効
性
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
診
断
と
治
療（

６
）」の「
胃

腸
疾
患
と
急
性
脳
貧
血
」
の
中
で
も
神
経
性
脳
貧
血
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
赤
酒
を

投
薬
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。正
常
な
思
考
力
を
失
っ
た
状
態
に
あ
る「
僕
」が
、

気
付
け
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
葡
萄
酒
を
「
赤
イ
ン
ク
」
と
錯
覚
し
た
可
能
性
は
十

分
に
高
い
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
看
護
婦
を
「
死
の
間
諜
」
へ
導
く
伏
線

と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
描
写
は
、「
僕
」
に
よ
る
脚
色
の
多
分
に
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
作
中
、「
僕
」
が
一
貫
し

て
病
床
に
あ
り
、
時
に
は
「
四
十
度
近
い
熱
」
に
う
な
さ
れ
て
い
た
事
実
を
想
起
す

れ
ば
彼
の
認
識
力
が
正
常
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
朦
朧
と
し
た
意

識
の
中
で
知
覚
し
た
半
ば
幻
覚
に
近
い
事
柄
を
、
ま
る
で
真
実
の
よ
う
に
描
き
出
す

こ
と
に
よ
っ
て
「
死
の
間
諜
」
と
し
て
の
看
護
婦
の
姿
を
造
形
し
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
作
で
語
ら
れ
る
看
護
婦
像
は
ま
さ
し
く
「
僕
」
特
有
の
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
異
性
は
作
中
に
お
け
る
「
天
使
」
に
類
す
る
言

葉
の
使
い
分
け
か
ら
も
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
僕
」
は
看
護
婦
を
指
し
示
す
と
き
「
天
使
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
が
、
最
終

稿
に
お
い
て
「
天
使
」
に
は
主
に
三
通
り
の
記
さ
れ
方
が
存
在
す
る
。「
天
使
」、「
僕

の
受
持
の
天
使
」、「
僕
の
天
使
」
で
あ
る
。

初
め
に
「
天
使
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
作
中
五
回
登
場
す
る
も
の
で

あ
り
、そ
の
う
ち
の
四
つ
は
作
品
前
半
部
に
集
中
し
て
い
る
。
冒
頭
付
近
に
あ
る「
彼

女
は
白
い
看
護
婦
の
制
服
を
つ
け
て
ゐ
る
」
と
い
う
一
文
に
よ
り
、「
天
使
」
が
看

護
婦
を
示
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
「
僕
」
の
語
り
は
明
ら
か
に
す
る
。
よ
っ
て
、

一
先
ず
読
者
は
「
僕
」
の
描
き
だ
す
詩
的
空
間
の
中
の
「
天
使
」
に
一
般
的
な
看
護

婦
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
て
は
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
述
し
た
不
可
解
な
医
療
行

為
が
描
か
れ
る
場
面
に
な
る
と
、そ
の
呼
称
は「
僕
の
受
持
の
天
使
」に
改
め
ら
れ
る
。

こ
の
場
面
で
語
り
が
強
調
し
て
い
る
の
は
彼
女
の
医
療
上
の
過
失
で
あ
る
。
無
論
、

実
際
に
は
「
半
睡
状
態
」
に
あ
っ
た
「
僕
」
の
見
た
幻
想
に
過
ぎ
な
い
わ
け
で
あ
る

が
、「
死
の
間
諜
」
と
し
て
の
看
護
婦
を
描
く
た
め
に
は
自
ら
の
語
る
作
品
世
界
に

お
い
て
そ
の
過
失
を
殊
更
に
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。「
僕
の
受
持
の
」
と
い

う
修
飾
語
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
医
療
従
事
者
と
し
て
の
看
護
婦
の
責
務
を
読
者
に

強
く
印
象
付
け
る
効
果
を
狙
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
天

使
」
を
「
死
の
間
諜
」
と
し
て
認
識
し
始
め
る
場
面
に
移
る
と
、
そ
の
呼
称
は
「
僕
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の
天
使
」
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
死
へ
と
導
く
不
気
味
な
存
在
に

対
し
所
有
格
を
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。こ
こ
か
ら
は
、「
死
の
間
諜
」

に
変
貌
を
遂
げ
た
看
護
婦
を
「
僕
」
自
身
が
彼
独
自
の
概
念
と
し
て
強
調
し
て
い
る

こ
と
が
窺
え
よ
う
。
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
白
い
看
護
婦
の
制
服
」
を
つ
け
た
「
天
使
」

か
ら
、
彼
の
造
形
し
た
「
死
の
間
諜
」
た
る
「
僕
の
天
使
」
へ
と
読
者
を
導
い
て
い

く
語
り
の
変
遷
。
看
護
婦
の
呼
称
の
変
化
は
読
者
の
中
に
あ
る
既
存
の
看
護
婦
像
を

変
形
さ
せ
る
た
め
の
一
手
段
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
僕
」
に
よ
る
極
め
て
意
識
的
な
操

作
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の

は
初
出
稿
と
初
収
単
行
本
に
お
い
て
該
当
箇
所
の
ほ
と
ん
ど
が
「
僕
の
天
使
」
と
記

さ
れ
て
い
た
事
実
で
あ
る（

７
）。
呼
称
の
変
化
が
「
僕
」
の
意
識
的
な
操
作
で
あ
る
と
考

え
た
場
合
、
本
文
の
異
同
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

で
着
目
し
た
い
の
が
、
初
出
稿
、
初
収
単
行
本
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
社
会
的
背
景

な
の
で
あ
る
。

初
出
稿
の
発
表
は
一
九
三
〇
年
五
月
、
初
収
単
行
本
は
同
年
七
月
で
あ
る
。
遡
る

こ
と
二
年
前
、
一
九
二
八
年
三
月
一
一
日
を
皮
切
り
と
し
て
翌
年
の
一
一
月
二
七
日

に
至
る
ま
で
、「
朝
日
新
聞
」
紙
面
に
は
米
国
救
世
軍
司
令
官
・
エ
ヴ
ァ
ン
ジ
ェ
リ

ン
・
ブ
ー
ス
の
話
題
が
時
に
写
真
付
き
で
幾
度
も
報
道
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
救
世

軍
の
創
立
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ー
ス
の
娘
に
あ
た
り
、
救
世
軍
へ
の
反
発
が
強
ま
る

中
で
も
懸
命
に
人
々
を
慰
め
、
そ
の
健
気
な
姿
か
ら
「
白
衣
の
天
使
」
と
称
え
ら
れ

た
女
性
で
あ
る
。
彼
女
を
初
め
て
紹
介
し
た
三
月
一
一
日
の
記
事
に
も
「
天
使
と
敬

仰
さ
る
る
救
世
軍
の
ブ
ー
ス
女
史（

８
）」
と
の
見
出
し
が
付
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
ブ

ー
ス
女
史
は
一
九
二
九
年
の
一
一
月
一
日
か
ら
同
月
二
七
日
ま
で
来
日
し
て
お
り
、

こ
の
間
の
動
向
は
詳
細
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。
初
出
稿
、
初
収
単
行
本
が
発
表
さ
れ

た
一
九
三
〇
年
と
い
う
時
代
が
彼
女
の
来
日
か
ら
一
年
と
経
過
し
て
い
な
い
時
期
に

当
た
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
当
時
の
読
者
が
抱
く
「
天
使
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ

ー
ジ
に
、
あ
る
種
の
歪
み
が
生
じ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
初
出
稿
、

初
収
単
行
本
に
お
い
て
「
僕
」
特
有
の
看
護
婦
像
を
造
形
す
る
た
め
に
は
「
僕
の
天

使
」
と
殊
更
に
繰
り
返
し
、
よ
り
強
く
印
象
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
異
同
の
事
実
か
ら
も
「
僕
」
特
有
の
看
護
婦
像
を
強
く
意

識
し
た
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

三　
「
僕
の
天
使
」
の
創
造
と
消
滅

こ
こ
ま
で
「
天
使
」
と
称
さ
れ
る
看
護
婦
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
が
、
次
に
着
目

し
た
い
の
は「
僕
」の
恋
人「
あ
な
た
」で
あ
る
。
初
出
稿
で
は
彼
女
に
も「
小
天
使
」

「
地
下
室
の
天
使
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、最
終
稿
で
は
「
ブ

ル
ウ
バ
ア
ド
」
に
勤
め
る
「
恋
人
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
描
写
は
極
め
て

現
実
的
で
あ
り
、
現
実
世
界
を
非
現
実
的
空
間
に
転
換
し
て
い
く
本
作
に
お
い
て
は

少
々
異
質
な
も
の
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
最
終
稿
は
、意
図
的
に
「
あ
な
た
」
か
ら
「
天

使
」
と
い
う
呼
称
を
外
し
、
彼
女
を
現
実
的
な
視
点
で
捉
え
ら
れ
る
形
に
改
め
ら
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
一
九
三
〇
年
は
ま
さ
し
く
カ
フ
エ
ー
や
バ
ア
が
庶
民
の
娯
楽
の
中
心
と
し
て
存

在
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
カ
フ
エ
ー
、
バ
ア
に
は
ほ
と
ん
ど
意
味
上
の
区
別
は

な
く（

９
）、
そ
こ
を
訪
れ
る
客
の
目
的
は
専
ら
女
給
と
の
交
流
を
持
つ
こ
と
に
あ
っ
た
。

芸
者
を
呼
ぶ
ほ
ど
の
高
額
な
費
用
も
必
要
と
せ
ず
、
待
合
に
対
し
て
抱
く
よ
う
な
後

ろ
め
た
さ
も
な
い
、
言
わ
ば
恋
愛
気
分
だ
け
を
味
わ
え
る
気
軽
さ
が
何
よ
り
の
魅
力

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。そ
れ
は「
近
代
感
覚
の
所
産）

（1
（

」と
称
さ
れ
、当
時
の
社
会
に
華
々

し
い
一
文
化
を
形
作
っ
た
。
し
か
し
、
恋
愛
気
分
だ
け
を
味
わ
う
空
間
で
あ
る
と
は

言
え
、
女
給
は
常
に
数
々
の
誘
惑
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ

の
背
景
に
は
彼
女
た
ち
を
悩
ま
す
経
済
的
困
窮
が
存
在
し
て
い
た
。
多
く
の
女
給
は

固
定
給
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
客
か
ら
の
チ
ッ
プ
を
主
な
収
入
源
と
し
て
い
た
。
そ
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の
上
、
店
か
ら
は
出
銭
と
し
て
一
定
額
を
徴
収
さ
れ
る
ほ
か
、
マ
ッ
チ
代
や
客
の
持

ち
帰
っ
た
ナ
プ
キ
ン
代
ま
で
僅
か
な
チ
ッ
プ
の
中
か
ら
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
彼
女
た
ち
が
よ
り
多
く
の
収
入
を
得
る
た
め
に
は
客
に
媚
を
売
っ
て
チ
ッ
プ

を
ね
だ
る
必
要
が
あ
り
、
時
に
は
客
か
ら
の
無
理
な
要
求
に
も
従
う
ほ
か
な
い
立
場

に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
「
近
代
感
覚
の
所
産
」
と
い
う
言
葉
の
見
ら

れ
た
『
カ
フ
ヱ
― 
歓
楽
の
王
宮
』
の
中
で
は
、「
カ
フ
ヱ
ー
気
分
」
な
る
も
の
の
要

素
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

カ
フ
ヱ
ー
気
分
に
必
要
な
も
の
は
、
蠱
惑
的
な
女
給
の
嬌
声
と
、
エ
ロ
チ
ッ
ク

な
そ
の
媚
態
と
、
刺
激
的
な
そ
の
服
装
…
…
そ
れ
等
か
ら
発
散
す
る
と
こ
ろ
の

魅
力
に
富
ん
だ
空
気
、
そ
れ
で
あ
る）

（（
（

。

無
論
、
一
方
に
は
「
女
給
全
体
が
腐
敗
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
考
え
を
「
事
実
を
距

る
こ
と
頗
る
遠
き
憶
断
」
で
あ
る
と
批
判
し
た
文
献
も
確
認
で
き
、
全
て
の
女
給
が

一
様
に
堕
落
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い）

（1
（

。
家
計
を
支
え
る
た
め
に
夫
を
持

ち
な
が
ら
女
給
に
出
る
女
性
も
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
か
っ
た
。
だ
が
、
誘
惑
の

多
い
生
活
を
送
る
女
給
と
の
交
際
が
極
め
て
不
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
す
る
に

難
く
な
い
。「
あ
な
た
」
の
職
業
を
考
慮
し
て
本
文
と
向
き
合
っ
た
場
合
、「
こ
れ
か

0

0

0

ら
も
僕
は

0

0

0

0

、
何
時
で
も
行
き
た
い
時
に
は
、
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
が
出
来

ま
す
（
傍
点
引
用
者
）」
と
い
う
一
文
も
、
彼
が
一
人
の
客
と
し
て
彼
女
の
も
と
へ

通
っ
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
恋
愛
関
係
に
あ
る
彼
女
を
独
占

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
自
由
さ
を
「
僕
」
は
確
か
に
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
女
給
を
取
り
巻
く
過
酷
な
現
実
を
意
識
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
ラ

ン
デ
・
ヴ
ウ
」
が
彼
女
に
と
っ
て
チ
ッ
プ
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
可
能
性
も

完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
彼
女
を
独
占
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
不
自
由

さ
に
加
え
、
二
人
で
い
る
時
間
さ
え
も
そ
の
心
の
在
処
を
疑
っ
て
し
ま
う
現
実
。
そ

れ
が
、
彼
女
へ
の
手
紙
に
記
さ
れ
た
以
下
の
現
象
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
だ
僕
が
生
き
て
ゐ
た
時
は
、
よ
く
僕
等
二
人
が
い
つ
の
ま
に
か
四
人
に
な
つ

て
し
ま
ひ
、
ど
れ
が
あ
な
た
だ
か
、
僕
だ
が
、
僕
の
中
の
あ
な
た
だ
か
、
あ
な

た
の
中
の
僕
だ
か
、
分
か
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
大
へ
ん
不
便
を
感
じ
た

も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
も
う
、
そ
ん
な
こ
と
は
無
い
で
せ
う
。

先
行
論
の
中
に
は
「
僕
は
天
使
に
こ
つ
そ
り
と
手
紙
を
書
い
て
ゐ
た
」
と
い
う
作

中
の
描
写
か
ら
手
紙
の
宛
先
が
「
天
使
」
で
あ
る
と
考
察
し
た
も
の
も
あ
る）

（1
（

。
し
か

し
、
こ
の
後
に
「
天
使
」
が
手
紙
の
受
取
人
に
興
味
を
示
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
以

上
、
受
取
人
は
恋
人
で
あ
る
「
あ
な
た
」
と
見
て
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
女
給
と
の

恋
愛
ゆ
え
の
不
自
由
さ
は
様
々
な
疑
念
や
憶
測
を
呼
び
、
や
が
て
は
彼
の
中
に
「
僕

の
中
の
あ
な
た
」
を
作
り
上
げ
る
ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。「
彼
女
自
身
が
空
し

く
僕
の
手
紙
を
待
つ
て
ゐ
る
こ
と
の
苦
痛
を
よ
く
知
り
な
が
ら
、
し
か
も
何
度
、
彼

女
は
僕
に
手
紙
を
書
か
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
？
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の「
彼

女
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
で
あ
る
。
彼
女
の
思
考
や
言
動
は

当
然
な
が
ら
「
僕
」
が
断
定
で
き
る
事
柄
で
は
な
い
。
ま
た
、「
僕
の
ち
ょ
つ
と
し

た
顰
め
つ
ら
の
中
に
さ
へ
、
彼
女
自
身
の
苦
痛
の
口
実
を
探
し
求
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ

な
い
の
だ
」
と
い
う
描
写
も
「
僕
」
の
一
方
的
な
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。「
ど
ち
ら
が

相
手
を
よ
り
多
く
苦
し
ま
せ
る
こ
と
が
出
来
る
か
や
つ
て
見
よ
う
」
と
「
互
に
約
束

し
あ
つ
た
」
と
い
う
相
手
は
、「
あ
な
た
」
で
は
な
く
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
で
あ

っ
た
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
死
が
二
人
を
引
き
離
そ
う
と
「
僕
ら
は
も
つ
と

便
利
に
」
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、「
僕
」
に
と
っ
て
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
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の
方
が
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
、

「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
が
一
人
歩
き
す
る
ほ
ど
に
「
ブ
ル
ウ
バ
ア
ド
」
に
い
る
「
あ

な
た
」
は
彼
の
中
で
不
確
か
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
想
像
上
の
人

物
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
想
像
の
中
の
「
あ
な
た
」
に
実
体
を
与
え
る
か
の
如
く
、

「
僕
」
は
自
ら
の
意
に
反
し
た
行
動
を
取
る
看
護
婦
を
不
気
味
に
描
き
だ
し
、
両
者

を
重
ね
合
わ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
看
護
婦
が
手
紙
の
執
筆
を
禁
じ
て
い
る
場
面

な
ど
も
現
実
的
に
は
絶
対
安
静
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

「
僕
」
の
語
り
は
彼
女
の
恣
意
的
な
言
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
そ
う
し

た
語
り
の
在
り
方
は
、
冒
頭
の
「
レ
コ
オ
ド
を
取
替
へ
て
し
ま
ふ

0

0

0

0

0

0

0

（
傍
点
引
用
者
）」

と
い
う
表
現
や
、
手
紙
を
読
む
よ
う
に
迫
る
彼
女
の
描
写
か
ら
も
読
み
取
れ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。
治
療
の
た
め
に
「
僕
」
の
行
動
を
制
限
す
る
看
護
婦
は
、い
つ
し
か
「
苦

し
め
ご
つ
こ
」
を
し
て
い
る
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
に
重
ね
ら
れ
「
僕
の
天
使
」
と

化
し
た
。
第
二
節
で
確
認
し
た
「
僕
」
に
よ
る
操
作
、
即
ち
、
看
護
婦
の
言
動
を
一

貫
し
て
不
気
味
な
も
の
と
し
て
語
り
、
最
終
的
に
は
死
と
い
う
苦
痛
を
も
た
ら
す
存

在
に
ま
で
仕
立
て
上
げ
て
い
っ
た
一
連
の
操
作
の
理
由
は
こ
こ
に
こ
そ
存
在
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、そ
う
し
て
作
り
上
げ
た「
死
の
間
諜
」た
る「
僕
の
天
使
」は「
半
睡
状
態
」

に
陥
っ
た
場
面
を
挟
ん
で
唐
突
に
姿
を
消
す
。
そ
の
き
っ
か
け
の
一
つ
に
は
、「
不

注
意
」
と
い
っ
た
些
細
な
こ
と
で
生
は
い
つ
で
も
死
に
転
化
し
、
死
は
い
つ
で
も
生

に
転
化
し
得
る
現
実
を
彼
が
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
生

死
は
ほ
と
ん
ど
偶
然
の
結
果
で
あ
っ
て
「
死
の
間
諜
」
が
操
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。「
僕
の
天
使
」
は
結
局
の
と
こ
ろ
生
死
の
狭
間
で
何
も
行
動
を
起
こ
す
こ
と
の

で
き
な
い
、
そ
う
い
う
意
味
で
真
に
「
死
の
忠
実
な
助
手
の
一
人
」
で
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
は
「
な
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
つ
て
」
い
た
「
僕
」
自
身

と
何
ら
変
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
「
僕
の
天
使
」
が
「
死
の
忠
実

な
助
手
の
一
人
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
僕
」
を
含
め
た
す
べ
て
の
者
が
「
死
の
忠

実
な
助
手
の
一
人
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
彼
の
見
た
死
の

実
像
で
あ
り
、「
死
の
間
諜
」
た
る
「
僕
の
天
使
」
を
消
滅
さ
せ
た
原
因
の
一
つ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、「
半
睡
状
態
」
に
あ
る
彼
が
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
大
き

な
発
見
を
し
て
い
る
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
口
を
つ
い
て
出
た

「
ひ
と
り
ご
と
」
に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。

「
死
ぬ
の
は
こ
ん
な
も
の
な
の
か
し
ら
…
…
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
な
ん
で
も
な

い
や
ア
…
…
」

「
僕
の
天
使
」
が
「
死
の
間
諜
」
で
あ
る
た
め
に
は
、そ
の
前
提
と
し
て
死
が
「
僕
」

を
苦
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
自
身
が
死
を
最
大
の
苦
痛
と
し

て
捉
え
て
い
た
が
た
め
に
、「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
を
重
ね
た
「
僕
の
天
使
」
は
「
死

の
間
諜
」
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
に
半
ば
足
を
踏
み
入
れ

た
彼
が
感
じ
た
の
は
死
へ
の
恐
怖
や
苦
し
み
で
は
な
か
っ
た
。
彼
自
身
が
そ
れ
に
苦

し
む
こ
と
の
な
い
以
上
、
も
は
や
「
僕
の
天
使
」
と
の
「
苦
し
め
ご
っ
こ
」
は
成
立

し
得
な
い
の
で
あ
る
。「
僕
の
天
使
」
が
姿
を
消
し
た
最
た
る
理
由
は
、
死
に
対
す

る
彼
の
認
識
の
変
化
に
よ
っ
て
そ
も
そ
も
の
前
提
が
崩
れ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
苦
し
み
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
切
っ
た
死
こ
そ
が
、

彼
の
認
識
し
た
も
う
一
つ
の
死
の
実
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
死
が
苦

し
み
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
「
僕
」
に
と
っ
て
、
迫
り
く
る
死
へ
抵
抗
し
よ
う
と

す
る
手
術
は
寧
ろ
「
狂
暴
」
な
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
そ
れ
は

死
の
実
像
を
理
解
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
僕
」
が
生
き
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
作
品
末
尾
で
も
依
然
と
し
て
死
を
「
危
機
」
で
あ
る
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と
表
現
し
た
上
に
、手
術
の
前
に
語
る
の
は
旧
約
聖
書
に
描
か
れ
た
イ
ブ
創
造
の
話
、

つ
ま
り
は
生
命
誕
生
の
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、「
狂
暴
」
な
手
術
を
「
堪
え
る
よ

り
し
か
た
が
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
生
に
対
す
る
積
極
性
、
言
わ

ば
生
へ
の
執
着
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
姿
は
ま
る
で
少
し
離
れ
た
と

こ
ろ
か
ら
生
死
を
俯
瞰
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。「
或
る
詩
人
」
が
述
べ
る
よ

う
に
「
一
銭
銅
貨
の
表
と
裏
」
に
生
死
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
生
を
歩

む
者
に
そ
の
背
後
に
あ
る
死
の
実
像
を
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
半
睡

状
態
」
と
い
う
生
死
の
混
在
す
る
世
界
に
身
を
置
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
背
後
に
あ

る
は
ず
の
死
を
見
つ
め
そ
れ
を
素
描
す
る
に
至
っ
た
。
死
の
実
像
を
知
り
な
が
ら
生

を
歩
ん
で
い
く
「
僕
」
は
、
も
は
や
「
或
る
詩
人
」
の
述
べ
た
生
死
の
概
念
を
超
え

た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、「
天
使
」
の
呼
称
の
変
化
と
一
九
三
〇
年
と
い
う
作
品
発
表
年
を
考

慮
し
、「
僕
の
天
使
」
が
形
成
さ
れ
る
過
程
と
、
そ
れ
が
突
如
と
し
て
姿
を
消
し
て

い
く
背
景
を
考
察
し
た
。
女
給
と
い
う
職
業
に
あ
る
「
あ
な
た
」
へ
の
疑
念
や
憶
測

か
ら
「
僕
の
中
の
あ
な
た
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
看
護
婦
に
重
ね
ら
れ
た
結
果
と

し
て
「
僕
の
天
使
」
が
生
じ
、
や
が
て
「
僕
」
が
死
を
最
大
の
苦
し
み
で
な
い
こ
と

を
悟
っ
た
と
き
に
「
僕
の
天
使
」
は
姿
を
消
し
た
。
作
品
末
尾
で
「
僕
」
に
生
死
を

俯
瞰
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、「
半
睡
状
態
」
と
い
う
生
死
の
混
在
し
た

世
界
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、『
死
の
素
描
』
は
ま
さ
し
く
作
品
そ
れ
自
体
が
様
々
な

も
の
を
混
在
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
素
描
（
デ
ッ
サ
ン
）」
に
代

表
さ
れ
る
新
語
が
散
見
さ
れ
る
点
や
、
時
系
列
の
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
場
面
展
開
は

混
在
す
る
世
界
の
様
相
を
作
中
に
映
し
出
し
て
い
る
。
ま
た
、「
僕
」
が
看
護
婦
と

女
給
を
重
ね
合
わ
せ
て
創
造
し
た
「
僕
の
天
使
」
な
ど
も
、
カ
フ
エ
ー
時
代
と
呼
ば

れ
た
一
九
三
〇
年
と
い
う
時
代
を
考
慮
す
れ
ば
、
社
会
的
認
識
に
格
差
の
あ
る
両
者

を
混
在
さ
せ
た
異
質
な
存
在
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
生
き
て
ゐ
る

も
の
と
死
ん
で
ゐ
る
も
の
と
は
、
一
銭
銅
貨
の
表
と
裏
の
や
う
に
、
非
常
に
遠
く
、

し
か
も
非
常
に
近
い
の
だ
」
と
い
う
コ
ク
ト
ー
の
言
葉
を
超
え
た
先
に
「
僕
」
が
見

た
も
の
は
、
ふ
と
よ
ろ
け
て
足
を
つ
い
た
先
に
死
が
あ
る
よ
う
な
、
表
裏
一
体
で
は

捉
え
き
れ
な
い
生
死
の
混
在
す
る
世
界
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
、

こ
れ
は
自
身
も
若
く
し
て
肺
結
核
を
患
い
、常
に
死
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
っ
た
作
者
・

堀
辰
雄
の
死
生
観
に
も
繋
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『
死
の
素
描
』
に
描
か
れ

た
死
の
実
像
は
、
そ
の
後
の
堀
文
学
へ
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ

る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
を
終
え
た
い
と
思
う
。

注
（
1
）
松
田
嘉
子
「
扁
理
と
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
―
堀
辰
雄
の
初
期
作
品
に
お
け
る
コ
ク
ト
ー
と

ラ
デ
ィ
ゲ
の
影
響
―
」（「
現
代
文
学
」
一
九
二
八
年
六
月
）

（
2
）
西
村
靖
敬
「
堀
辰
雄
の
翻
訳
と
創
作
―
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
と
の
関
係
を
中
心
に
―
」

（「
千
葉
大
学
人
文
研
究
」
二
〇
〇
四
年
三
月
）

（
3
）
宮
坂
康
一
「
わ
が
国
最
初
期
の
コ
ク
ト
オ
受
容
と
堀
辰
雄
―
そ
の
独
自
の
コ
ク
ト
オ

観
」（「
国
文
学
研
究
」
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
4
）
澁
澤
龍
彥
「
堀
辰
雄
と
コ
ク
ト
ー
」（「
国
文
学 

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
七
七

年
七
月
）

（
5
）
岡
田
道
一
『
家
庭
の
衛
生
と
常
備
薬
』（
寶
文
館
、
一
九
二
九
年
）
三
六
～
三
八
頁

（
6
）
小
坂
禮
二
述
「
胃
腸
疾
患
と
急
性
脳
貧
血
」（「
診
断
と
治
療
」
一
九
二
九
年
六
月
）

八
〇
一
、八
〇
二
頁

（
7
）
冒
頭
と
末
尾
の
一
文
は
最
終
稿
と
同
様
に
「
天
使
」。
ま
た
、「
こ
の
天
使
は
過
失

ば
か
り
し
て
い
た
」
の
一
文
は
「
助
手
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
「
僕
の
天
使
」

で
統
一
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）「
天
使
と
敬
仰
さ
る
る
救
世
軍
の
ブ
ー
ス
女
史
」（「
朝
日
新
聞
」
一
九
二
八
年
三
月
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一
一
日
、
東
京
／
朝
刊
）

（
9
）
注
（
10
）
の
文
献
に
は
当
時
人
気
を
博
し
て
い
た
カ
フ
エ
ー
・
タ
イ
ガ
ー
が
バ
ア
を

特
設
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
徐
々
に
分
化
が
進
ん
で
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
バ
ア
が
人
気
を
博
し
た
理
由
に
は
表
通
り
の
大
型
カ
フ
エ
ー
に
比
べ
丁

寧
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、（
松
崎
天
民
『
明
治
大
正
実

話
全
集 

第
十
二
巻
』（
平
凡
社
、
一
九
二
九
年
）
よ
り
二
〇
六
頁
）
女
給
が
客
を
も
て

な
す
と
い
う
形
式
自
体
に
は
両
者
の
間
に
大
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
女
給

に
焦
点
を
当
て
た
本
稿
で
は
カ
フ
エ
ー
と
バ
ア
を
同
義
の
も
の
と
扱
う
こ
と
に
し
た
。

（
10
）
村
島
歸
之
『
歓
楽
の
王
宮 
カ
フ
ヱ
―
』（
文
化
生
活
研
究
会
、
一
九
二
九
年
）
一
四

頁
（
11
）
注
（
10
）
に
同
じ 

九
頁

（
12
）
永
田
尚
『
ビ
ュ
ー
テ
ィ
・
ス
ポ
ッ
ト
：
招
き
ほ
く
ろ
』（
尖
端
社
、
一
九
三
〇
年
）

二
〇
一
頁

（
13
）
井
上
二
葉
「
堀
辰
雄
『
死
の
素
描
』
と
シ
ョ
パ
ン
の
音
楽
」（「
宮
城
学
院
女
子
大
学

大
学
院
人
文
学
会
誌
」
二
〇
〇
九
年
三
月
）

※
底
本
に
は
『
堀
辰
雄
全
集 

第
一
巻
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
を
用
い
た
。
な
お
、

引
用
文
中
に
お
け
る
旧
字
体
は
す
べ
て
新
字
体
に
改
め
て
記
載
し
て
い
る
。


