
2〈天才〉と〈犯罪者〉のあいだ

一小
説
「
私
」（『
改
造
』
大
正
一
〇
年
三
月
）  1
の
冒
頭
近
く
、
登
場

人
物
の
一
人
樋
口
は
一
高
の
寄
宿
寮
の
友
人
た
ち
に
向
か
っ
て
「
犯

罪
の
う
ち
で
一
番
わ
れ
わ
れ
が
犯
し
さ
う
な
気
が
す
る
の
は
殺
人
だ

ね
」
と
語
り
か
け
る
。
殺
人
者
で
あ
れ
ば
「
友
達
」
に
持
て
そ
う
に

思
え
る
の
に
対
し
て
、「
ぬ
す
ツ
と
」
だ
け
は
「
人
種
が
違
う
や
う
な

気
が
す
る
か
ら
」
と
い
う
樋
口
の
犯
罪
者
観
を
、
居
合
わ
せ
た
友
人

た
ち
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
実
際
に

「
ぬ
す
ツ
と
」
で
あ
っ
た
鈴
木
（
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」）
の

放
逐
に
、
当
の
本
人
を
含
め
て
誰
一
人
疑
い
を
差
し
挟
ま
な
い
事
の

成
り
行
き
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
者
観
は
樋
口
に
固
有
の

も
の
で
は
な
く
、
こ
の
小
説
の
空
間
を
生
き
る
一
高
生
た
ち
に
一
定

程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

数
あ
る
犯
罪
の
中
で
「
泥
坊
」
を
こ
と
さ
ら
唾
棄
し
、「
殺
人
」
に

は
む
し
ろ
特
別
な
価
値
を
付
与
し
て
、
殺
人
者
に
共
感
の
可
能
性
さ

え
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
考
え
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
な
回
路
を
通
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
作
者
谷
崎
に

直
接
的
に
還
元
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
初
期
の
小
説
「
秘
密
」（『
中

央
公
論
』
明
治
四
四
年
一
一
月
）2
に
お
い
て
主
人
公
が
隠
棲
す
る
寺

の
庫
裏
に
謎
め
い
た
雰
囲
気
を
与
え
る
小
道
具
と
し
て
「
ド
キ
ン
シ

イ
のM

urder, C
onsidered as one of the fine arts

」
を
持
ち
込
ま

せ
、
後
に
そ
の
大
部
分
を
翻
訳
ま
で
し
て
し
ま
う
（「
芸
術
の
一
種
と

し
て
見
た
る
殺
人
に
就
い
て
」『
犯
罪
科
学
』
昭
和
六
年
三
月
～
六
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月
）、
谷
崎
本
人
の
持
続
的
な
殺
人
へ
の
興
味
と
、
あ
る
種
の
親
近
感

を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
二
つ
の

意
味
で
必
要
十
分
な
解
答
と
は
な
り
得
な
い
。

第
一
に
、
そ
も
そ
も
、
現
在
時
に
お
い
て
「
成
さ
れ
よ
う
と
し
つ

つ
あ
る
」
殺
人
に
つ
い
て
は
「
是
非
共
そ
れ
を
道
徳
的
に
取
り
扱
」

う
べ
き
だ
が
、
す
で
に
殺
人
が
「
成
さ
れ
て
」
し
ま
い
、「
遁
逃
中
の

か
の
兇
漢
を
追
ひ
詰
め
よ
う
」
と
す
る
努
力
も
徒
労
に
帰
し
た
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
「
趣
味
と
芸
術
の
番
が

廻
つ
て
来
る
」
と
し
、
起
き
て
し
ま
っ
た
凶
事
が
「
如
何
と
も
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
」
と
き
に
、「
道
徳
上
の
目
的
に
資
す
る
何
物
を
も

得
ら
れ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
美
学
的
に
取
り

扱
ひ
、
そ
の
方
面
で
利
用
す
る
道
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
て
み
よ

う
で
は
な
い
か
」
と
い
う
態
度
で
臨
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
道
徳
眼
を

以
て
見
る
時
は
戦
慄
す
べ
き
、
言
語
道
断
な
る
行
動
も
、
こ
れ
を
趣

味
の
原
理
に
依
つ
て
眺
め
る
時
は
甚
だ
価
値
あ
る
演
出
と
変
じ
て
来

る
こ
と
を
発
見
し
て
、
満
足
す
る
」
と
、
殺
人
に
つ
い
て
語
る
己
の

立
場
を
説
明
す
る
ト
マ
ス
・
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
『
芸
術
の
一
分
野
と

し
て
見
た
殺
人
』（
一
八
二
七
、
一
八
三
九
、
一
八
五
四
）
3
は
、
殺

人
を
題
材
に
「
機
智
溢
れ
る
諧
謔
」4
を
縦
横
無
尽
に
展
開
す
る
こ
と

を
主
軸
と
し
た
評
論
体
あ
る
い
は
講
演
体
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ

り
、
殺
人
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
憧
憬
の
念
を
差
し
向
け
る
こ
と
も
、

殺
人
者
の
心
情
に
共
感
す
る
こ
と
も
き
わ
め
て
少
な
い
か
ら
で
あ

る
。
無
論
、
同
じ
著
者
に
よ
る
『
英
吉
利
阿
片
服
用
者
の
告
白
』（
一

八
二
二
、
一
八
五
六
）
が
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
十
分
に
承
知
し
て

い
な
が
ら
仏
語
抄
訳
し
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
影

響
下
に
お
い
て
日
本
で
の
紹
介
者
と
な
っ
た
辻
潤
、
辻
の
翻
訳
を
媒

介
に
し
て
阿
片
中
毒
者
を
主
人
公
と
す
る
小
説
「
指
紋
」（『
中
央
公

論
』
大
正
七
年
七
月
定
期
増
刊
）
を
創
作
し
た
佐
藤
春
夫
ら
に
よ
っ

て
、
阿
片
と
唯
美
主
義
や
デ
カ
ダ
ン
ス
と
を
接
続
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ

の
源
泉
と
し
て
、
い
わ
ば
翻
案
・
脚
色
（
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
さ

れ
た
東
西
の
事
例
5
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
辻
や
佐
藤
の
ご
く
近
く
に

い
た
谷
崎
が
、
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
に
と
っ
て
の
殺
人
と
唯
美
主
義
や

デ
カ
ダ
ン
ス
と
を
己
の
想
像
力
の
中
で
接
続
さ
せ
て
い
た
と
し
て
も

決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
し
、「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」

（『
文
芸
春
秋
』
昭
和
二
年
一
月
）
の
よ
う
な
作
品
に
ド
・
ク
イ
ン

シ
ー
に
通
底
す
る
語
り
口
を
見
出
す
こ
と
さ
え
で
き
る
の
だ
が
、
世

紀
末
的
な
悖
徳
や
頽
廃
と
犯
罪
を
結
び
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
必
ず

し
も
「
殺
人
」
と
「
泥
坊
」
を
区
別
す
る
枠
組
と
は
な
り
得
な
い
の

も
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
殺
人
と
い
う
対
象
へ
の
興
味
を
殺

人
者
へ
の
関
心
な
い
し
感
情
移
入
に
差
し
向
け
さ
せ
る
動
因
が
問
題

に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
ぬ
す
ツ
と
」
を
唾
棄
し
、
殺
人
者
へ
の
共
感
を
匂
わ
せ
る
樋
口
の
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発
言
を
作
者
の
趣
味
・
嗜
好
に
還
元
で
き
な
い
理
由
の
第
二
は
、
樋

口
と
い
う
登
場
人
物
の
物
語
世
界
内
で
の
位
置
に
あ
る
。「
某
博
士

の
息
子
」
で
あ
る
樋
口
は
、
小
説
に
描
か
れ
た
事
件
の
後
も
「
ト
ン

ト
ン
拍
子
に
出
世
を
し
て
、
洋
行
も
す
る
し
学
位
も
授
か
る
し
、
今

日
で
は
鉄
道
院
○
○
課
長
と
か
局
長
と
か
の
椅
子
に
収
ま
つ
て
居

る
」
人
物
で
あ
り
、
当
時
の
学
歴
エ
リ
ー
ト
集
団
で
あ
る
一
高
生
を

代
表
す
る
人
物
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
「
ぬ
す
ツ
と
と
し
て

生
れ
て
来
た
」、「
ど
う
し
て
も
ぬ
す
ツ
と
だ
け
は
止
め
ら
れ
な
い
」

「
私
」
は
、
同
じ
一
高
生
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
対
極
に
位
置
す
る
存

在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裕
福
で
育
ち
も
良
く
、
友
人
思
い
の

人
格
者
で
、
な
お
か
つ
社
会
的
な
適
応
力
に
富
ん
だ
人
物
は
、
谷
崎

作
品
に
お
い
て
決
し
て
中
心
的
な
存
在
と
な
り
え
な
い
こ
と
も
ま
た

確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
私
」
の
よ
う
な
生
来
の
悖
徳
的
性
格
と
芸

術
的
天
才
を
兼
ね
備
え
た
人
物
が
、
悪
の
芸
術
家
た
る
谷
崎
自
身
の

イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
か
た
ち
で
、
物
語
の
中
心
に
置
か
れ
て
き
た

系
譜
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
社
会
的
優
性
の
側
に
あ
る
樋
口
の

思
考
は
、
物
語
世
界
の
論
理
に
従
っ
て
、
社
会
的
劣
性
の
側
に
い
る

「
私
」
と
対
比
さ
れ
、
こ
の
世
界
で
の
固
有
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
可

能
性
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

谷
崎
作
品
に
お
け
る
悖
徳
的
性
格
と
芸
術
的
天
才
の
結
合
は
、

「
小
僧
の
夢
」（『
福
岡
日
日
新
聞
』
大
正
六
年
三
月
四
日
～
四
月
一
一

日
）
あ
た
り
で
か
な
り
明
確
な
形
で
そ
の
萌
芽
を
示
し
、
自
伝
的
な

作
品
で
あ
る
「
異
端
者
の
悲
し
み
」（『
中
央
公
論
』
大
正
六
年
七
月
）

を
経
て
、「
前
科
者
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
七
年
二
月
二
一
日
～
三
月

一
九
日
）、「
金
と
銀
」（『
黒
潮
』
大
正
七
年
五
月
、『
中
央
公
論
』
同

年
七
月
定
期
増
刊
）
で
物
語
の
主
筋
と
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の

よ
う
な
人
物
造
型
の
背
景
に
、
辻
潤
が
大
正
三
年
（
一
二
月
）
に
英

語
版
か
ら
重
訳
し
た
チ
ェ
ザ
ー
レ
・
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
『
天
才
論
』（
一

八
八
〇
）
に
代
表
さ
れ
る
、
天
才
を
生
来
の
神
経
的
・
精
神
的
な
疾

病
の
変
種
と
み
な
す
学
説
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
自
明
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
影
響
の
下
に
著
さ
れ
た
マ
ッ
ク

ス
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
退
化
論
』（
一
八
九
二
）
の
翻
訳
も
ほ
ぼ
同
時
期
の

こ
と
で
あ
る
（
中
島
孤
島
『
現
代
の
堕
落
』
大
正
三
年
三
月
）。
ロ
ン

ブ
ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
で
は
、
夥
し
い
数
の
古
今
の
天
才
が
俎
上

に
載
せ
ら
れ
、
そ
の
人
生
や
能
力
を
主
に
遺
伝
に
よ
っ
て
受
け
継
が

れ
た
神
経
や
精
神
の
病
と
結
び
つ
け
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
結
果

と
し
て
、
彼
の
「
生
来
性
犯
罪
者
」
説
を
媒
介
に
し
て
、
天
才
と
狂

気
と
犯
罪
は
三
位
一
体
と
な
っ
て
生
来
的
（
す
な
わ
ち
遺
伝
的
）
な

資
質
の
顕
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
あ
ま
り
に
多
種
多
様
な
神
経
的
・
精
神
的
疾
病
が
実
在

す
る
天
才
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
が
故
に
、
天
才
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
病
者
の
記
述
が
前
景
化
し
て
、
天
才
そ
の
も
の
の
明
瞭
な
輪
郭
が
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失
わ
れ
て
い
る
印
象
さ
え
生
じ
て
い
る
の
だ
が
、
天
才
と
直
結
す
る

精
神
的
な
病
の
一
つ
と
し
て
「
悖
徳
狂
」（
道
徳
的
精
神
障
害
）
が
確

か
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
説
「
私
」
の
場
合
、
主
人
公
の
芸
術
的
天
才
に
つ
い
て
の
言
及

は
な
く
、
彼
は
「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
気
持
」
を
有
し
た
「
本
職
の
ぬ
す

ツ
と
」
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
の
だ
が
、
先
に
指
摘
し
た
谷
崎
の
作
品

系
列
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、「
私
」
の
先
天
的
な
悖
徳
性
6
は
、
天
才

を
含
ん
だ
特
殊
で
非
凡
な
「
人
種
」
の
側
に
彼
を
配
置
す
る
指
標
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
裕
福
な
た
め
に
経
済
的
動
機
を
リ

ア
ル
に
想
定
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
先
天
的
な
悖
徳
性
（
す
な

わ
ち
動
機
な
き
窃
盗
）
な
ど
に
は
理
解
の
及
ば
な
い
樋
口
の
発
言
の

健
全
さ
は
、
彼
が
社
会
的
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
属
す
る
こ
と
の
徴
で
あ

る
と
同
時
に
、
彼
の
奈
何
と
も
し
が
た
い
凡
庸
さ
の
指
標
に
な
っ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
泥
坊
」

と
の
絶
対
的
隔
絶
を
語
る
樋
口
の
物
語
世
界
内
で
の
属
性
を
理
解
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ま
だ
彼
の

「
殺
人
」
へ
の
親
近
感
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
た
と
は
言

い
難
い
。

二そ
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
同
時
代
の
精
神
医
学
や
犯
罪
学
の

文
脈
で
の
「
殺
人
」「
殺
人
者
」
に
つ
い
て
の
見
方
と
谷
崎
作
品
に
お

け
る
「
殺
人
者
」
の
関
係
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。
小
酒
井
不
木
が

犯
罪
学
分
野
に
お
け
る
代
表
的
著
作
と
な
る
「
殺
人
論
」
を
発
表
し

た
の
は
大
正
一
二
年
（『
新
青
年
』
三
月
～
一
二
月
）
の
こ
と
で
あ

る
。
小
酒
井
は
、
犯
罪
を
「
何
か
の
欲
望
を
満
足
せ
し
め
ん
と
す
る

本
能
の
衝
動
」
と
い
う
内
的
要
素
と
、「
そ
れ
に
従
う
理
性
の
活
動
」

と
い
う
「
周
囲
の
条
件
事
情
」
と
も
関
わ
る
外
的
要
素
か
ら
構
成
さ

れ
る
も
の
と
捉
え
て
お
り
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
「
生
来
性
犯
罪
者
」

説
に
つ
い
て
、
内
的
要
素
を
過
度
に
重
視
し
外
的
要
素
を
閑
却
す
る

も
の
と
批
判
す
る
7
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
酒
井
は
内
的
要
素
に
お

け
る
「
野
蛮
時
代
の
性
情
の
遺
伝
的
発
現
」「
人
の
生
命
を
奪
わ
ん
と

す
る
天
性
的
の
傾
向
」
を
認
め
て
お
り
8
、
遺
伝
（
隔
世
遺
伝
す
な

わ
ち
退
化
）
を
重
視
す
る
社
会
進
化
論
的
枠
組
か
ら
自
由
で
あ
っ
た

と
は
言
い
難
い
。
長
山
靖
生
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ

が
抽
出
し
た
犯
罪
者
に
固
有
の
神
経
・
精
神
の
病
的
因
子
や
身
体
的

な
特
徴
、
彼
の
先
駆
者
た
る
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
の
「
悖
徳
症
」（
道
徳
的

精
神
障
害
）
説
や
モ
レ
ル
の
「
モ
ノ
マ
ニ
ー
」
説
な
ど
の
精
神
病
理

学
的
知
見
が
、
進
化
・
遺
伝
を
め
ぐ
る
（
同
時
代
的
に
見
て
も
し
ば

し
ば
誤
謬
を
含
ん
で
い
た
）
言
説
と
野
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

定
の
病
的
因
子
や
遺
伝
的
形
質
を
有
し
た
存
在
が
家
系
と
し
て
実
体

化
さ
れ
、
犯
罪
者
を
（
遺
伝
的
に
犯
罪
者
と
な
る
宿
命
を
背
負
っ
て



6〈天才〉と〈犯罪者〉のあいだ

い
る
と
見
な
さ
れ
た
人
々
を
含
め
て
）
固
有
の
特
徴
を
示
す
集
団
と

し
て
可
視
化
し
よ
う
と
す
る
、
社
会
進
化
論
的
偏
見
に
満
ち
、
か
つ

広
く
共
有
さ
れ
た
欲
望
が
科
学
の
名
の
下
に
充
足
さ
れ
た
の
で
あ

る
9
。
個
別
の
学
説
と
し
て
の
検
証
や
批
判
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
よ
う
な
理
解
を
下
支
え
し
て
い
る
社
会
的
欲
望
そ
の
も
の
を
相

対
化
す
る
発
想
は
い
た
っ
て
困
難
で
あ
っ
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今

日
的
に
見
れ
ば
、
小
酒
井
の
「
殺
人
論
」
は
、
そ
の
博
引
旁
証
に
よ
っ

て
犯
罪
者
に
ま
つ
わ
る
恐
る
べ
き
偏
見
を
は
る
か
な
高
み
に
ま
で
積

み
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
一
方
で
、
同
じ
博
引
旁
証
に
よ
っ
て
遺
伝

を
根
拠
と
す
る
宿
命
論
を
反
復
す
る
単
調
さ
か
ら
免
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
評
価
は
と
も
か
く
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う

に
、
小
酒
井
は
犯
罪
を
構
成
す
る
内
的
要
素
と
し
て
一
九
世
紀
以
降

の
精
神
医
学
的
知
見
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
先
天
性
の
殺
人
者
に
よ

る
動
機
な
き
犯
行
を
「
純
然
た
る
殺
人
」
と
見
る
一
方
で
、
動
機
の

存
在
す
る
殺
人
に
つ
い
て
、
経
済
的
動
機
（
貪
欲
）、
色
情
的
動
機

（
愚
痴
・
痴
情
）、
冷
血
的
動
機
（
憎
悪
・
怨
恨
）
や
熱
血
的
動
機
（
憤

怒
・
恐
怖
）
な
ど
の
感
情
（
瞋
恚
）
に
よ
る
も
の
な
ど
の
分
類
を
試

み
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
分
類
の
前
提
と
し
て
、
五
官
感
覚
の
鈍
麻

と
連
動
し
た
「
徳
義
上
の
無
感
覚
」「
道
徳
的
意
識
の
鈍
麻
」
を
殺
人

者
に
共
通
す
る
生
理
あ
る
い
は
心
理
と
し
て
指
摘
し
て
お
り
、
要
す

る
に
、
他
人
の
金
を
奪
う
た
め
な
ど
の
些
細
な
目
的
で
い
と
も
容
易

く
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
う
犯
罪
者
に
、
先
天
的
殺
人
者
の
傾
向
を
も

具
え
た
典
型
的
殺
人
者
像
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
10
。
つ
ま
り
、

谷
崎
同
様
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
な
ど
の
「
生
来
性
犯
罪
者
」
説
を
踏
ま

え
な
が
ら
も
、
小
酒
井
が
描
き
出
す
殺
人
者
像
の
典
型
は
、
生
来
の

「
泥
坊
」
が
そ
の
延
長
線
上
で
「
殺
人
」
を
犯
す
、
あ
る
い
は
生
来
の

「
殺
人
者
」
が
「
泥
坊
」
の
つ
い
で
に
「
殺
人
」
を
犯
す
イ
メ
ー
ジ
に

収
斂
す
る
の
で
あ
る
。

小
酒
井
の
提
出
す
る
犯
罪
学
的
に
典
型
的
な
殺
人
者
イ
メ
ー
ジ

が
、
同
時
代
に
お
い
て
広
く
一
般
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
小
説
「
私
」
で
の
「
殺
人
」
と
「
泥
坊
」

を
区
別
し
よ
う
と
す
る
思
考
と
比
較
し
て
、「
泥
坊
」
と
い
う
目
的
に

「
殺
人
」
と
い
う
明
ら
か
に
割
の
合
わ
な
い
手
段
を
敢
え
て
繋
げ
て

し
ま
う
行
為
の
あ
り
方
に
「
殺
人
者
」
の
特
異
性
を
見
出
そ
う
と
す

る
思
考
は
、
同
時
代
の
精
神
医
学
的
言
説
と
の
関
係
性
か
ら
見
る
限

り
、
論
理
的
な
整
合
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

谷
崎
作
品
に
お
け
る
「
殺
人
」
の
方
に
、
当
時
の
精
神
医
学
的
言
説

と
は
質
の
異
な
る
線
が
交
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
「
殺
人
」
の
意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
谷
崎
作
品

に
お
け
る
「
殺
人
」
の
系
譜
を
も
う
少
し
追
っ
て
み
よ
う
。
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三あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
み
る
と
少
し
驚
か
さ
れ
る
の
だ
が
、
物
語

世
界
の
中
に
人
が
殺
さ
れ
る
場
面
が
あ
っ
た
り
、
過
去
の
出
来
事
を

含
め
て
人
が
殺
さ
れ
た
（
人
を
殺
し
た
）
こ
と
が
語
ら
れ
る
谷
崎
の

小
説
や
戯
曲
は
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
を
中
心
に
ざ
っ
と
数
え
て

実
に
二
七
作
品
に
上
る
11
。

そ
れ
ら
の
作
品
を
眺
め
て
、
特
徴
的
な
点
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
引

き
出
す
な
ら
ば
、
ま
ず
、
小
酒
井
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
徳
義
上
の

無
感
覚
」
と
殺
人
を
含
め
た
様
々
な
悪
事
が
結
び
つ
い
て
い
る
ケ
ー

ス
は
、「
乱
菊
物
語
」（『
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
』
昭
和
五
年
三
月
一

八
日
～
九
月
五
日
）
に
登
場
す
る
海
賊
な
ど
を
別
に
す
れ
ば
、「
或
る

調
書
の
一
節
」（『
中
央
公
論
』
大
正
一
〇
年
一
一
月
）
一
作
品
に
と

ど
ま
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
賭
博
や
窃
盗
、
強
盗
、
強
姦
殺
人
や

「
痴
情
」
に
よ
る
殺
人
な
ど
、
様
々
な
悪
事
を
自
己
の
欲
望
の
赴
く
ま

ま
に
重
ね
て
き
た
土
工
頭
の
、
妻
だ
け
に
向
け
た
特
別
な
感
情
を
描

い
た
対
話
体
の
小
説
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
大
正
前
期
に
は
、
戯
曲
「
恋
を
知
る
頃
」（『
中
央

公
論
』
大
正
二
年
五
月
）
の
お
き
ん
、「
お
艶
殺
し
」（『
中
央
公
論
』

大
正
四
年
一
月
）
の
お
艶
、
戯
曲
「
恐
怖
時
代
」（『
中
央
公
論
』
大

正
五
年
三
月
・
発
禁
）
の
お
銀
の
方
、「
人
面
疽
」（『
新
小
説
』
大
正

七
年
三
月
）
の
作
中
映
画
の
登
場
人
物
で
あ
る
菖
蒲
太
夫
、「
白
昼
鬼

語
」（『
大
阪
毎
日
新
聞
』
大
正
七
年
五
月
二
三
日
～
七
月
一
一
日
、

『
東
京
日
日
新
聞
』
同
日
～
七
月
一
〇
日
）
の
纓
子
な
ど
、
い
わ
ゆ
る

毒
婦
タ
イ
プ
の
女
性
殺
人
者
な
い
し
は
男
を
手
玉
に
と
っ
て
殺
人
を

唆
す
女
性
犯
罪
者
の
登
場
す
る
作
品
が
集
中
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品

の
い
く
つ
か
で
は
、
本
文
中
に
そ
れ
ら
の
女
性
を
名
指
す
言
葉
と
し

て
「
毒
婦
」
と
い
う
表
現
が
登
場
し
て
お
り
、
彼
女
ら
は
明
治
前
期

に
流
行
し
た
「
毒
婦
も
の
」
絵
草
紙
の
主
人
公
の
末
裔
で
あ
る
に
違

い
な
い
の
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
や
小
酒
井
が

記
述
す
る
女
性
犯
罪
者
の
像
に
近
接
し
た
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ

れ
ば
12
、
そ
も
そ
も
女
性
は
「
道
徳
的
障
害
」
を
特
徴
と
す
る
子
供

や
「
野
蛮
人
」
に
近
く
、
生
理
的
現
象
と
し
て
嘘
を
つ
き
、
生
ま
れ

つ
き
嫉
妬
深
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
抑
制
す
る
「
母
性
」
を
欠
く
こ

と
に
よ
っ
て
「
生
来
性
犯
罪
者
」
の
条
件
を
備
え
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
知
的
活
動
の
弱
さ
や
感
受
性
の
鈍
さ
が
冷
酷
非
情
さ

や
過
度
の
残
忍
さ
に
つ
な
が
り
、
手
の
込
ん
だ
犯
罪
を
鮮
や
か
に

や
っ
て
の
け
る
の
だ
と
す
る
。
性
差
別
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
こ

の
時
代
の
女
性
犯
罪
者
像
に
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
の
は
や
め
て
お

く
が
、
谷
崎
作
品
に
登
場
す
る
毒
婦
タ
イ
プ
の
女
性
の
輪
郭
と
重
な

る
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
は
、「
纓
子
と
云
ふ
女
は
、
嘗
て
某
劇
団
の
女

優
を
勤
め
た
事
も
あ
つ
て
、
そ
の
容
貌
と
才
智
と
を
売
り
物
に
し
て
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居
た
が
、
先
天
的
の
背
徳
狂
で
あ
る
上
に
性
慾
的
に
も
残
忍
な
特
質

を
持
つ
て
居
る
の
で
、
間
も
な
く
劇
団
か
ら
排
斥
さ
れ
て
不
良
少
年

の
群
に
投
じ
、
此
の
頃
で
は
専
ら
金
の
有
り
さ
う
な
男
を
欺
す
事
ば

か
り
常
習
と
し
て
居
た
」
と
語
ら
れ
る
「
白
昼
鬼
語
」13
の
登
場
人
物

の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
見
る
だ
け
で
も
十
分
に
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
そ
れ
ら
の
毒
婦
タ
イ
プ
の
女
性
犯
罪
者
は
、
先
に
述
べ
た
芸
術

的
天
才
と
の
結
合
の
モ
チ
ー
フ
と
は
全
く
関
わ
ら
な
い
場
合
が
多

く
、
少
し
後
に
な
る
と
、
こ
れ
に
似
た
タ
イ
プ
の
女
性
登
場
人
物
が

男
性
登
場
人
物
を
軸
と
す
る
悖
徳
の
モ
チ
ー
フ
の
脇
役
を
担
っ
て
、

男
性
主
人
公
の
悖
徳
性
を
引
き
出
す
役
割
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
男
性
主
人
公
の
性
的
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
彼
を
性
的
頽
廃
に
導
く
ば
か
り
で
な
く
、

悖
徳
的
な
方
法
で
金
銭
を
用
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
追
い
込
む

の
で
あ
る
14
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
は
あ
れ
だ
け
多
く
の
天
才
と
犯
罪
者
、

精
神
病
者
と
の
近
接
性
を
論
じ
な
が
ら
、
女
性
の
天
才
に
つ
い
て
は

ほ
ぼ
議
論
の
埒
外
に
置
い
て
い
る
15
。
後
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る

オ
ッ
ト
ー
・
ヴ
ァ
イ
ニ
ン
ガ
ー
の
天
才
論
（『
性
と
性
格
』
一
九
〇

三
）
も
ま
た
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
は
全
く
異
な
る
立
場
を
と
り
な
が

ら
、
女
性
に
天
才
を
認
め
な
い
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
者
、
精
神
病
者
あ
る
い
は
天
才
を
め
ぐ
る
言
説

の
枠
内
で
は
、「
天
才
」
と
「
悖
徳
」
の
結
合
は
男
性
主
体
に
し
か
生

じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
際
、
谷
崎
の
作
品
に
お
い
て
も
悖

徳
的
性
格
を
持
っ
た
女
性
登
場
人
物
が
同
時
に
何
ら
か
の
芸
術
的
な

主
題
を
主
体
と
し
て
担
う
こ
と
は
な
く
、
両
性
が
同
じ
主
題
を
輻
輳

す
る
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
谷
崎
作
品
が
同
時
代
の
犯
罪

者
像
と
の
共
時
性
を
示
し
て
い
る
事
例
と
見
な
せ
よ
う
。
そ
の
よ
う

な
共
時
性
は
、
男
性
殺
人
者
に
何
ら
か
の
精
神
的
な
病
の
徴
候
が
与

え
ら
れ
て
い
る
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
画
家
志
望
の
青
年
が
妻
の
生
き
霊
と
勘
違
い
し
て
銭
湯
の

男
性
客
を
死
に
至
ら
し
め
る
「
柳
湯
の
事
件
」（『
中
外
』
大
正
七
年

一
〇
月
）16
で
は
、「
可
な
り
激
し
い
神
経
衰
弱
に
罹
り
通
し
て
来
た
」

犯
人
は
最
終
的
に
「
瘋
癲
病
院
」
に
収
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、

「
続
悪
魔
」（『
中
央
公
論
』
大
正
二
年
一
月
）
の
結
末
で
主
人
公
佐
伯

を
殺
害
す
る
元
書
生
の
鈴
木
は
、
佐
伯
に
「O

nanism
 

に
没
頭
し
た

結
果
馬
鹿
に
な
つ
た
に
違
ひ
な
い
」（「
悪
魔
」『
中
央
公
論
』
明
治
四

五
年
二
月
）17
と
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
偏
執
的
性
格
は
明
ら

か
に
精
神
の
病
を
印
象
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、「
呪
は
れ
た
戯
曲
」

（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
五
月
）18
で
妻
を
殺
害
し
た
作
家
佐
々
木
は

「
極
度
の
神
経
衰
弱
に
陥
つ
た
結
果
、
精
神
に
異
常
を
呈
し
て
自
殺

を
し
た
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
犯
行
と
の
因
果
的
な

繋
が
り
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
、
殺
人
者
が
何
ら
か
の
精
神
的

な
病
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
設
定
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
小



9

酒
井
不
木
は
、
犯
罪
行
為
に
お
い
て
理
性
的
な
抑
制
が
機
能
し
な
い

理
由
の
一
つ
を
精
神
の
病
的
な
状
況
と
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
治

的
暗
殺
な
ど
「
高
尚
な
る
動
機
」
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
犯
罪
で
も
、

動
機
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
精
神
的
病
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
19
。
ま
た
、
別
の
角
度
か
ら
見
る
と
、
生

来
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
犯
行
時
の
殺
人
者
の
精
神
に

何
ら
か
の
病
の
可
能
性
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
、
明
治
末
か
ら
大
正

期
に
か
け
て
の
知
的
階
層
に
一
般
的
な
発
想
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。
例
え
ば
、「
剃
刀
」（『
白
樺
』
明
治
四
三
年
六
月
）「
濁
つ
た
頭
」

（『
白
樺
』
明
治
四
三
年
九
月
）「
范
の
犯
罪
」（『
白
樺
』
大
正
二
年
一

〇
月
）
と
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
の
最
初
期
に
「
殺
人
」

を
題
材
と
し
た
作
品
を
集
中
的
に
書
い
た
志
賀
直
哉
に
し
て
も
、
主

題
論
的
な
位
置
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
も
の
の
、
精
神
の
極
度
の
緊
張

状
態
や
「
神
経
衰
弱
」
の
昂
進
と
い
う
要
素
を
「
殺
人
」
と
関
わ
る

場
所
に
置
い
て
い
る
し
、
芥
川
龍
之
介
の
「
開
化
の
殺
人
」（『
中
央

公
論
』
大
正
七
年
七
月
定
期
増
刊
）
や
「
疑
惑
」（『
中
央
公
論
』
大

正
八
年
七
月
）
の
場
合
は
、
い
ず
れ
も
自
己
の
「
狂
気
」
と
事
件
と

の
関
係
を
否
定
的
に
認
識
す
る
当
事
者
の
意
識
を
表
明
さ
せ
て
い
る

が
、
そ
の
よ
う
な
展
開
は
「
殺
人
」
と
「
狂
気
」
の
一
般
的
な
近
接

性
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
起
こ
り
得
る
と
い
え
よ
う
。
世
代

的
に
も
近
い
作
家
た
ち
に
よ
る
時
期
の
近
い
創
作
が
一
様
に
物
語
世

界
内
の
ご
く
近
い
場
所
に
「
殺
人
」
と
「
狂
気
」
を
配
置
し
て
い
る

こ
と
は
、
彼
ら
の
興
味
・
関
心
が
「
殺
人
」
に
至
る
登
場
人
物
の
精

神
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
と
同
時
に
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち

で
そ
の
精
神
を
表
現
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
よ
う
な
主
題
に
お
い
て

「
狂
気
」
を
等
閑
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
言
説
的
状
況
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

大
正
期
後
半
以
降
の
谷
崎
は
、「
呪
は
れ
た
戯
曲
」「
或
る
少
年
の

怯
れ
」（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
九
月
）「
途
上
」（『
改
造
』
大
正
九

年
一
月
）
と
、
愛
人
の
で
き
た
夫
が
、
邪
魔
に
な
っ
た
妻
を
殺
害
し

よ
う
と
す
る
「
妻
殺
し
」
モ
チ
ー
フ
の
作
品
を
連
発
し
、
さ
ら
に
そ

の
後
は
、
愛
人
の
あ
る
夫
と
妻
の
三
角
関
係
に
、
妻
に
好
意
を
寄
せ

る
男
性
を
加
え
た
二
つ
の
三
角
関
係
の
複
雑
な
感
情
の
も
つ
れ
の
中

で
何
ら
か
の
殺
人
が
起
こ
る
「
妻
殺
し
」
モ
チ
ー
フ
の
発
展
型
と
も

い
え
る
作
品
群
を
創
作
す
る
。
戯
曲
「
愛
な
き
人
々
」（『
改
造
』
大

正
一
二
年
一
月
）、「
神
と
人
と
の
間
」（『
婦
人
公
論
』
大
正
一
二
年

一
月
～
一
三
年
一
二
月
）、
戯
曲
「
マ
ン
ド
リ
ン
を
弾
く
男
」（『
改

造
』
大
正
一
四
年
一
月
、
た
だ
し
夫
の
愛
人
は
登
場
し
な
い
）
な
ど

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
谷
崎
の
実
生
活
と
も
関
連
し
た
モ

チ
ー
フ
の
中
で
の
「
殺
人
」
の
場
合
、「
殺
人
者
」
と
し
て
の
人
物
造

型
に
特
徴
的
な
共
通
傾
向
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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四こ
の
よ
う
な
「
殺
人
」
を
描
い
た
谷
崎
の
作
品
系
列
の
中
で
特
に

注
目
し
た
い
の
は
、「
殺
人
者
」
が
同
時
に
「
芸
術
家
」
で
あ
り
、
な

お
か
つ
創
作
と
犯
行
が
直
接
的
に
繋
が
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
と
「
金
と
銀
」
の
二
つ
の
作
品
が
そ
の
よ
う
な
事

例
に
あ
た
る
。

「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
に
お
け
る
「
妻
殺
し
」
の
動
機
に
つ
い
て
は
、

既
に
分
析
し
た
こ
と
が
あ
る
20
。
愛
人
の
で
き
た
芸
術
家
佐
々
木
が
、

離
婚
と
い
う
手
段
で
は
決
し
て
断
ち
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
妻
玉
子

と
の
特
別
な
紐
帯
に
思
い
悩
み
、「
己
の
心
と
彼
女
の
心
と
を
繋
い

で
居
る
連
鎖
を
打
ち
切
る
に
は
、
己
の
心
を
別
の
処
へ
置
き
換
へ
る

の
だ
。
己
の
心
を
悪
魔
に
す
る
の
だ
。
さ
う
し
た
ら
連
鎖
は
き
つ
と

切
れ
る
。
人
間
の
心
と
悪
魔
の
心
と
を
繋
ぐ
連
鎖
は
な
い
筈
だ
」
と

考
え
、
自
ら
が
「
悪
魔
」
に
な
る
手
段
と
し
て
妻
の
殺
害
を
断
行
し

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
殺
人
計
画
書
と
な
る
戯
曲
を
妻

の
目
の
前
で
創
作
す
る
と
い
う
悪
魔
的
な
行
為
を
遂
行
す
る
。
い
わ

ば
妻
の
殺
害
と
い
う
行
為
の
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
に
過
ぎ
な
か
っ

た
戯
曲
「
善
と
悪
」
は
、
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
た
後
に
「
芸
術
家

と
し
て
の
功
名
心
」
の
た
め
に
上
演
さ
れ
、「
芸
術
的
価
値
か
ら
云
へ

ば
可
な
り
傑
出
し
た
作
品
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ま
で
凡
庸
作
家
と
し
て

軽
蔑
さ
れ
て
居
た
作
者
の
佐
々
木
紅
華
の
名
は
、
一
時
に
文
学
者
の

間
に
喧
伝
さ
れ
た
」
と
い
う
程
に
評
価
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
、

彼
は
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」

の
出
来
事
の
展
開
の
中
で
、
気
に
な
る
の
は
、
妻
を
殺
害
す
る
と
い

う
行
為
と
そ
の
中
で
創
作
さ
れ
た
戯
曲
の
評
価
と
の
関
係
で
あ
る
。

上
演
の
評
価
に
つ
い
て
は
「
此
の
芝
居
が
好
評
を
博
し
た
の
は
、
殆

ど
彼
の
監
督
の
力
で
あ
つ
た
」
と
説
明
さ
れ
る
。
彼
の
「
恐
ろ
し
い

程
実
際
を
穿
つ
て
居
」
た
「
演
出
上
の
注
意
」
が
、「
此
の
物
凄
い
劇

の
効
果
を
十
分
深
刻
に
発
揮
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
」
と
い
う
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
実
際
の
殺
害
現
場
そ
の
ま
ま
の
迫
真
の
演
出
が
評
価

の
理
由
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に

よ
る
評
価
と
い
う
理
解
で
事
足
り
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え

る
補
助
線
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、「
金
と
銀
」
に
お
け
る
「
殺
人
」

（
結
果
的
に
未
遂
に
終
わ
る
）
と
「
天
才
」
の
関
係
性
で
あ
る
。

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、「
金
と
銀
」21
は
、
芸
術
的
天
才
だ
が
「
天

性
の
背
徳
病
」
で
「
人
格
の
ゼ
ロ
」
で
あ
る
青
野
（
金
）
と
、
芸
術

家
と
し
て
は
常
に
彼
の
後
塵
を
拝
し
な
が
ら
、
経
済
的
な
援
助
を
要

求
さ
れ
る
と
、「
恐
ろ
し
く
神
経
過
敏
な
道
徳
を
持
つ
て
居
る
彼
は
、

な
ま
じ
ひ
に
嫉
妬
に
悩
ま
さ
れ
て
居
る
為
め
に
」、
そ
の
「
嫉
妬
を
自

ら
欺
か
ん
が
為
め
」、「
猶
更
相
手
の
貧
窮
を
救
は
ず
に
は
居
ら
れ

な
」
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
大
川
（
銀
）
と
い
う
対
照
的
な
二
人
の
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芸
術
家
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
（
当
初
の
タ
イ
ト
ル
は
「
二
人
の
芸

術
家
の
話
」）。
結
局
、
大
川
は
、
常
に
彼
の
道
徳
の
弱
点
に
つ
け
込

も
う
と
す
る
芸
術
上
の
ラ
イ
バ
ル
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
決
心
し
、

周
到
な
犯
罪
計
画
を
立
て
て
実
行
に
移
す
の
だ
が
、
青
野
の
殺
害
を

決
断
す
る
大
川
の
動
機
に
は
二
つ
の
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
ま
ず

第
一
に
、
そ
こ
に
分
身
の
モ
チ
ー
フ
が
顕
著
に
現
れ
る
点
で
あ
る
。

大
川
は
青
野
と
の
関
係
を
、「
彼
奴
と
己
と
は
、
ま
る
で
一
つ
魂
か
ら

出
た
二
人
の
人
間
の
や
う
」
で
あ
り
、「
己
は
何
だ
か
、
自
分
が
青
野

の
影
法
師
で
は
な
い
か
と
云
ふ
や
う
な
気
が
し
て
来
る
」
と
考
え

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
芸
術
の
上
で
己
と
同
じ
傾
向
の
軌
道
を
走
り

つ
ゝ
あ
る
限
り
、
い
つ
迄
立
つ
て
も
己
は
彼
奴
に
脅
か
さ
れ
る
に
極

ま
つ
て
居
る
」
と
い
う
青
野
か
ら
の
脅
威
の
感
覚
は
、
単
に
互
い
に

似
通
っ
た
芸
術
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
も
っ
た
二
者
の
力
量
の

相
対
的
な
差
異
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
畢
竟
己

の
感
ず
る
脅
威
は
、
自
分
の
離
魂
体
に
悩
ま
さ
れ
た
ヰ
リ
ア
ム
、
ヰ

ル
ソ
ン
の
感
じ
た
脅
威
と
同
じ
も
の
な
ん
だ
」
と
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア

ラ
ン
・
ポ
ー
の
代
表
的
な
分
身
物
語
（「
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ウ
イ
ル
ソ

ン
」
一
八
三
九
）
を
引
き
合
い
に
出
す
か
た
ち
で
本
質
化
さ
れ
、
そ

れ
ゆ
え
に
「
青
野
さ
へ
居
な
か
つ
た
ら
、
己
の
素
質
は
め
き
め
き
と

発
達
し
て
、
も
う
今
頃
は
立
派
な
金
に
な
つ
て
居
た
か
も
知
れ
な
い

ん
だ
」
と
い
う
論
理
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
大
川

の
思
考
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
予
兆
と
し
て
青
野
に
も
伝
わ
っ
て
お

り
、「
お
坊
つ
ち
や
ん
の
好
人
物
の
、
彼
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
大
川

が
、
ひ
そ
か
に
彼
を
殺
し
に
来
る
と
云
ふ
想
像
」
を
漠
然
と
抱
く
の

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
の
第
二
は
、「
己
は
今
年
ま
だ
三
十
一
だ
の

に
、
己
に
天
才
の
素
質
が
な
い
と
、
誰
が
断
言
す
る
事
が
出
来
る
？　

（
中
略
）
己
が
青
野
に
劣
つ
て
居
る
の
は
、
素
質
に
於
い
て
劣
つ
て
居

る
の
で
は
な
く
、
成
長
が
遅
い
だ
け
な
の
だ
」
と
考
え
た
い
大
川
が
、

や
が
て
「
昔
か
ら
嘗
て
一
人
で
も
、
己
ほ
ど
荘
厳
な
動
機
か
ら
人
を

殺
し
た
者
が
あ
る
か
。
そ
れ
ほ
ど
自
分
の
芸
術
に
忠
実
だ
つ
た
者
が

あ
る
か
。
己
は
そ
の
動
機
だ
け
で
も
立
派
に
天
才
の
資
格
が
あ
る
。

（
中
略
）
己
が
青
野
を
殺
す
の
は
唯
り
天
才
に
の
み
許
さ
れ
た
特
権

を
行
使
す
る
ん
だ
！　

銀
は
金
を
殺
す
事
に
依
つ
て
自
分
を
金
に
す

る
事
が
出
来
る
」
と
、
青
野
の
殺
害
に
つ
い
て
、「
成
長
」
の
途
上
に

あ
る
「
天
才
」
と
し
て
の
自
分
に
と
っ
て
、
自
ら
の
能
力
を
開
花
さ

せ
る
唯
一
の
手
段
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
と
同
様
に
、
殺
害
対
象
へ
の
感
情
や
利
害
関

係
と
は
全
く
別
に
、
自
己
変
革
の
手
段
と
し
て
の
「
殺
人
」
と
い
う

動
機
が
浮
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
青
野
は
死
に
は

至
ら
な
い
も
の
の
「
白
痴
」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
大
川
の
目
的
は
達

せ
ら
れ
芸
術
上
の
「
金
」
の
位
置
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
銀
は
た
し
か
に
金
に
な
つ
た
」
と
い
う
物
語
の
結
末
の
意
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味
は
、
こ
の
二
つ
の
注
目
点
に
即
し
て
二
つ
の
側
面
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
22
。
大
川
は
「
肉
体
が
肉
体
を
殺
す
ん
ぢ
や
な
い
。
魂
が
魂

を
殺
す
ん
だ
。
此
の
世
の
利
慾
の
闘
ひ
で
な
く
永
遠
を
め
あ
て
の
闘

ひ
だ
！
」
と
決
闘
に
近
接
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
青
野
殺
害
を
宣
言
す
る

が
、
分
身
の
モ
チ
ー
フ
か
ら
見
れ
ば
、
結
果
的
に
青
野
の
魂
が
死
な

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
肉
体
こ
そ
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、

永
遠
に
閉
じ
た
観
念
世
界
を
生
き
る
青
野
の
魂
が
受
け
と
め
る
真
の

美
の
姿
が
、
現
実
世
界
を
生
き
る
大
川
に
よ
っ
て
具
象
化
さ
れ
る
協

同
的
な
構
図
に
よ
っ
て
、
大
川
の
生
み
出
す
美
の
永
遠
性
が
担
保
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
自
ら
を
青
野
の
「
影
」
と
捉

え
て
い
た
大
川
が
、
青
野
を
自
ら
の
「
影
」
と
し
て
併
呑
し
た
と

い
っ
て
も
よ
い
し
、
二
つ
の
肉
体
が
一
つ
の
魂
に
回
帰
し
た
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
大
川
は
真
の
「
天
才
」
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
川
の
作
品
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た
モ
デ

ル
の
栄
子
が
「
永
遠
の
国
の
女
王
の
形
を
模
造
し
た
、
不
完
全
な
影

に
過
ぎ
な
い
」
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
女
性
を
「
天
才
」

か
ら
遠
ざ
け
る
性
的
な
非
対
称
性
が
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
一
方
で
、
自
己
変
革
の
手
段
と
し
て
の
「
殺
人
」
と
い
う
モ
チ
ー

フ
か
ら
見
れ
ば
、
大
川
は
、
ま
さ
に
神
の
み
ぞ
真
相
を
知
る
完
全
犯

罪
を
ほ
ぼ
目
論
見
通
り
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
己
の
天

才
を
愛
で
ゝ
、
殺
人
の
行
為
を
許
し
て
く
れ
た
」
神
と
の
通
路
を
自

ら
切
り
開
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
天
才
」
と
し
て
の
「
成

長
」
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
が
「
天
才
」
と
「
才

能
」
を
ほ
と
ん
ど
区
別
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ニ
ン

ガ
ー
の
『
性
と
性
格
』
は
、
特
定
の
領
域
に
お
け
る
持
っ
て
生
ま
れ

た
（
遺
伝
す
る
）
能
力
と
し
て
の
「
才
能
」
と
、
よ
り
普
遍
的
で
総

合
的
な
個
別
的
（
遺
伝
し
な
い
）
能
力
と
し
て
の
「
天
才
」
を
区
別

し
て
い
る
23
。
こ
の
区
別
に
よ
っ
て
、
音
楽
や
美
術
や
思
想
な
ど
特

定
の
領
域
で
の
「
才
能
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
直
ち

に
「
天
才
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
逆
に
持
っ
て
生
ま
れ

た
「
才
能
」
が
な
く
て
も
「
天
才
」
と
し
て
の
能
力
を
発
揮
で
き
る

可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
に
お
い
て
は

「
早
熟
」
は
「
天
才
」
の
症
候
の
一
つ
で
あ
り
、「
晩
熟
」
は
周
囲
の

無
理
解
・
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ヴ
ァ
イ
ニ
ン

ガ
ー
に
お
い
て
は
、
容
易
く
発
揮
で
き
る
見
せ
か
け
の
能
力
（
才
能
）

は
重
要
で
は
な
く
、「
天
才
」
が
真
の
能
力
を
徐
々
に
発
揮
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
大
川
が
自
ら
に

期
待
し
た
よ
う
に
、「
天
才
」
も
「
成
長
」
す
る
の
で
あ
る
。

「
成
長
の
遅
い
」「
未
熟
な
天
才
」
と
い
う
自
己
認
定
は
、
大
正
前

期
の
白
樺
派
の
作
家
た
ち
に
お
馴
染
み
の
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
長

与
善
郎
の
よ
う
な
作
家
に
と
っ
て
、
自
ら
の
姿
と
重
ね
合
わ
せ
る
か
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た
ち
で
、「
成
長
」
す
る
「
天
才
」
を
描
く
こ
と
が
創
作
に
お
け
る
特

権
的
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
た
24
。
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
ま

た
、
大
正
期
の
知
識
人
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
大
正
教
養
主
義
と

呼
ば
れ
る
思
想
的
動
向
と
も
き
わ
め
て
親
和
性
が
高
い
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
確
認
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
「
天
才
」
の
系
列
が
あ
る
。
一
つ
は
、

持
っ
て
生
ま
れ
た
「
悖
徳
」
と
不
可
分
に
結
合
し
て
い
る
、
生
ま
れ

な
が
ら
の
「
天
才
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
悖
徳
」
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
が
導
く
「
悪
事
」
は
せ
い
ぜ
い
「
詐
欺
、
横
領
、
駄
法
螺
、
お

べ
っ
か
、
夜
逃
げ
、
踏
み
倒
し
」（「
金
と
銀
」）
程
度
の
も
の
で
あ

り
、
当
時
の
知
的
エ
リ
ー
ト
層
か
ら
は
「
人
種
が
違
う
」
と
排
斥
さ

れ
る
に
は
十
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
の
悪
の
強
度
は
さ
ほ
ど
で
は

な
い
。
も
う
一
つ
は
、「
殺
人
」
と
い
う
強
度
の
高
い
悪
徳
に
よ
っ
て

真
の
「
天
才
」
へ
の
「
成
長
」
を
企
て
る
「
成
長
の
遅
い
」「
天
才
」

で
あ
る
。「
殺
人
」
と
い
う
手
段
は
き
わ
め
て
特
殊
だ
が
、
困
難
な
事

業
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
己
を
高
み
に
引
き
上
げ
、
自
己
変

革
（
成
長
）
を
果
た
す
と
い
う
枠
組
そ
の
も
の
は
、
当
時
の
知
的
エ

リ
ー
ト
た
ち
に
と
っ
て
き
わ
め
て
親
し
み
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
に
せ
よ
、「
金
と
銀
」
に
せ
よ
、

芸
術
家
が
「
殺
人
」
を
通
し
て
真
の
「
天
才
」
に
成
長
し
て
い
く
教

養
小
説
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、「
成
長
」
の
な
い
（
持
っ
て

生
ま
れ
た
性
質
と
し
て
の
）「
泥
坊
」
と
の
対
比
に
お
い
て
、「
殺
人
」

は
自
己
の
「
成
長
」
を
希
求
す
る
知
的
エ
リ
ー
ト
の
側
に
属
す
る
ア

イ
テ
ム
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
、
小
説
「
私
」
の
樋
口
が
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

「
殺
人
」
へ
の
親
近
感
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
術
は

な
い
の
だ
が
、
大
正
期
の
芸
術
家
や
知
識
人
に
と
っ
て
、
持
っ
て
生

ま
れ
た
先
天
的
な
「
天
才
」
と
、
後
天
的
に
獲
得
し
得
る
「
天
才
」

と
い
う
全
く
異
質
な
二
つ
の
資
質
が
不
可
能
な
接
合
を
果
た
す
場
所

に
、「
殺
人
」
と
い
う
特
異
な
モ
チ
ー
フ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

【
注
】

1　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
八
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
に

よ
る
。
以
下
、
す
べ
て
の
引
用
に
お
い
て
、
傍
点
・
ル
ビ
等
は
適
宜
省
略
し

た
。

2　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
に

よ
る
。

3　

引
用
は
谷
崎
潤
一
郎
訳
「
芸
術
の
一
種
と
し
て
見
た
る
殺
人
に
就
い
て
」

『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
十
四
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
に
よ
る
。

4　

横
山
茂
雄
「
解
説
＊
脱
線
と
恍
惚
」『
ト
マ
ス
・
ド
・
ク
イ
ン
シ
ー
著
作
集

Ⅲ
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
二
年
）。

5　

横
山
茂
雄
、
同
解
説
参
照
。
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6　

谷
崎
の
小
説
に
登
場
す
る
芸
術
家
は
、
多
く
の
場
合
、
生
ま
れ
つ
き
の
「
悖

徳
漢
」
で
あ
る
と
同
時
に
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
の
傾
向
を
有
す
る
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ

『
天
才
論
』
は
「
性
的
倒
錯
」
に
つ
い
て
多
く
を
言
及
し
て
い
な
い
が
、
ク
ラ

フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ
『
性
の
心
理
学
』（
一
八
八
六
）
が
い
ち
早
く
「
性
的
倒
錯
」

と
し
て
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
を
定
義
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、

谷
崎
の
作
品
空
間
に
お
い
て
、「
悖
徳
」
と
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
は
少
し
異
な
る
位
相

に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
な
検
討
は
ま
た
別
の
機

会
に
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

7　

引
用
は
小
酒
井
不
木
『
殺
人
論
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
一
年
）
に
よ
る
。

pp.15 -16

。

8　

小
酒
井
不
木
、
同
書
、p.24

。

9　

長
山
靖
生
「
万
有
博
士
の
二
〇
年
代

―
医
学
、
犯
罪
学
、
探
偵
小
説
、
そ

し
て
諸
学
の
新
し
い
波

―
」
小
酒
井
不
木
『
殺
人
論
』（
国
書
刊
行
会
、
一

九
九
一
年
）。

10　

小
酒
井
不
木
、
前
掲
書
、pp.35 -42

お
よ
びpp.46 -63

。

11　

実
際
に
殺
人
が
あ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
「
或
る
少
年
の
怯
れ
」
や
戯

曲
「
白
日
夢
」、
フ
ェ
イ
ク
の
殺
人
が
演
じ
ら
れ
る
「
白
昼
鬼
語
」、
殺
人
計
画

は
未
遂
に
終
わ
る
「
金
と
銀
」
な
ど
を
含
む
。
確
認
に
あ
た
っ
て
は
「
谷
崎
潤

一
郎
全
作
品
事
典
」
五
味
渕
典
嗣
・
日
高
佳
紀
編
『
谷
崎
潤
一
郎
読
本
』（
翰

林
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
考
に
し
た
。

12　

小
酒
井
不
木
、
前
掲
書
、pp.42 -46

。
ピ
エ
ー
ル
・
ダ
ル
モ
ン
（
鈴
木
秀
治

訳
）『
医
者
と
犯
罪
者

―
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
と
生
来
性
犯
罪
者
伝
説
』（
新
評

論
、
一
九
九
二
年
）、pp.73 -77

。

13　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
五
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
に

よ
る
。

14　

金
子
明
雄
「
金
の
か
か
る
女
た
ち
と
金
を
か
け
る
男
た
ち
」『
国
文
学　

解

釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
一
年
六
月
、
参
照
。

15　

ロ
ン
ブ
ロ
ゾ
オ
（
辻
潤
訳
）『
天
才
論
』（
三
星
社
、
一
九
一
四
年
）。

16　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
六
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
に

よ
る
。

17　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
一
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
に

よ
る
。

18　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
六
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
に

よ
る
。

19　

小
酒
井
不
木
、
前
掲
書
、pp.62 -63

。

20　

金
子
明
雄
「「
呪
は
れ
た
戯
曲
」
と
虚
構
の
現
実
化
を
め
ぐ
る
二
つ
の
物
語
」

『
語
文
』
第
一
三
六
輯
、
二
〇
一
〇
年
三
月
、
参
照
。

21　

引
用
は
『
谷
崎
潤
一
郎
全
集　

第
五
巻
』（
中
央
公
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
に

よ
る
。

22　

金
子
明
雄
「
谷
崎
潤
一
郎
に
お
け
る
視
覚
的
表
現
の
二
三
の
傾
向
に
つ
い

て
」『
日
本
近
代
文
学
』（
第
78
集
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）
に
お
い
て
、「
金
と

銀
」
の
結
末
の
意
味
に
つ
い
て
は
既
に
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
少

し
修
正
を
加
え
た
。

23　

ワ
イ
ニ
ン
ゲ
ル
（
村
上
啓
夫
訳
）『
性
と
性
格
』（
ア
ル
ス
、
一
九
二
八
年
）

pp.155 -170
、
参
照
。

24　

金
子
明
雄
「
力
の
作
家
・
長
与
善
郎
」
三
谷
邦
明
編
『
近
代
小
説
の
〈
語
り
〉
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と
〈
言
説
〉』（
有
精
堂
、
一
九
九
六
年
）、
参
照
。

�

（
立
教
大
学
）




