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二
郎

絶
望
の
死
は
、
絶
え
ず
生
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。

―
―
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

こ
れ
は
さ
ら
な
る
後
退
の

一
歩
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

文
学

へ
の
憎
悪
は
い
つ
の
時
代
に
も
存
在
し
た
し
、
私
の
若
い
頃
に
も
文
学
は
す
で
に
侮
蔑
や
嘲
笑
の
対

象
で
し
か
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
文
学

へ
の
憎
悪
は
他
の
時
代
の
そ
れ
と
や
や
趣
を
異
に
す
る

よ
う
に
み
え
る
。
「文
学
の
衰
滅
」
を
宣
告
し
、
み
ず
か
ら
の
偏
愛
の
対
象
を
い
た
ず
ら
に
貶
め
よ
う
と
す

る
の
は
文
学
に
携
わ
る
残
り
少
な
い
研
究
者
た
ち
で
あ

っ
て
、
あ
た
り
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
文
学
や
思

想

へ
の
完
全
な
無
関
心
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
文
学
は

一
般
に
は
、
も
は
や
憎
悪
と
い
う
激
し
い
感
情
を
喚
起

す
る
力
さ
え
持

っ
て
お
ら
ず

（そ
れ
ゆ
え
文
学
者
は
文
学
を
一
層
憎
悪
す
る
の
だ
）、
す
で
に
役
割
を
終
え
た
過
去

の
遺
物
と
し
て
大
学
の
片
隅
に
う
ち
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
に
わ
れ
わ
れ
は
、
過
去

の
作
家
や
哲
学
者
が

「作
品
」
を
構
築
す
る
合
間
に
書
き
残
し
た

（あ
る
い
は
書
き
流
し
た
）
ふ
ぞ
ろ
い
な
言
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説
で
あ
る
書
簡
―
―
好
事
家
た
ち
の
偏
愛
物
と
み
な
さ
れ
も
す
る
手
紙
を
読
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

な
る
ほ
ど
狭
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
な
ら
、
書
簡

へ
の
関
心
を
た
や
す
く
正
当
化
で
き
る
よ
う
に

み
え
る
。
再
び
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な

っ
た
伝
記
ジ
ヤ
ン
ル
は
、
こ
れ
み
よ
が
し
に
書
簡
を
参
照
す
る

の
を
常
と
し
て
お
り
、
ま
た
文
学
場
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
考
察
に
お
い
て
も
手
紙
は
貴
重
な

「資
料
」
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
自
伝
や
日
記
と
い
っ
た
私
的
な
文
学
は
小
説
や
詩
以
上
に
重
視
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
歴
史
家
た
ち
は
と
い
う
と

「私
生
活
の
歴
史
」
を
描
く
た
め
の

特
権
的
な
材
料
と
し
て
再
び
書
簡
に
注
目
し
は
じ
め
、
ま
た
書
簡
網
の
広
が
り
や

「模
範
文
例
集
」
の
成

功
の
分
析
を
通
し
て
、
手
紙
が

「資
料
」
と
し
て
多
様
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

み
せ
た
の
だ

っ
た
。

し
か
し
、
「作
品
」
さ
え
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
な
く
な

っ
た
こ
の
時
代
に
、　
マ
イ
ナ
ー
な
ジ
ヤ
ン
ル
で
あ

る
書
簡
が
、
読
者
に
何
か
新
し
い
知
的
刺
激
を
与
え
て
く
れ
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ

う
か
。
書
簡
そ
れ
自
体
の
中
に
、
忌
避
さ
れ
は
じ
め
た
読
書
と
い
う
行
為
を
動
機
づ
け
る
新
た
な

「魅
力
」

を
見
出
す
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

『書
簡
を
読
む
』
と
い
う
古
め
か
し
い
タ
イ
ト
ル
を
持

つ
本
書
は
、　
一
見
悲
観
的
な
以
上
の
よ
う
な
問
い

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
誰
も
が
期
待
す
る
よ
う
な
手
紙
の
現
代
性
や
、
説
得
的
な
新
た

な
書
簡
の
読
解
法
が
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
過
去
の
ジ
ヤ
ン
ル
を
取
り
巻
く
社
会
的



規
範
や
文
化
的
経
験
の
正
確
な
再
構
成
が
目
指
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
ジ
ヤ
ン
ル
と
し
て
の
特
徴

が
体
系
化
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
書
簡
に
つ
い
て
の
共
通
了
解
が
し
ば
し
ば
再
検
討

に
付
さ
れ
、
困
惑
さ
せ
る
よ
う
な
手
紙
の
古
め
か
し
さ
や
混
種
性
、
ジ
ヤ
ン
ル
と
し
て
の
脆
弱
さ
ば
か
り

が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
◇
読
め
ば
読
む
ほ
ど
輪
郭
が
ば
や
け
、
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
れ

ば
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
過
去
の
言
説
。
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
く
、
流
れ
漂
う
言

葉
の
世
界
。
興
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
続
け
ら
れ
、
果
て
し
な
く
増
殖
し
て
い
く
か
の
よ
う
な
無
限
の
言
説

空
間
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
文
学
な
る
も
の
か
ら
意
識
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
て

き
た
、
明
確
な
規
則
な
ど
何
ひ
と
つ
持
た
ぬ
、
不
安
定
な
未
知
の
言
語
世
界
が
広
が

っ
て
い
る
よ
う
に
も

み
え
る
。
文
学
を
め
ぐ
る
価
値
の
反
転
が
完
了
し
た
今
、
「作
品
」
と
い
う
晴
れ
や
か
な
装
い
を
身
に
ま

と
う
言
説
の
対
極
に
位
置
す
る

「私
的
な
」
、
「だ
ら
し
の
な
い
」
言
説
で
あ
る
書
簡
が
輝
き
を
放
ち
は
じ

め
る
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
か
し
た
ら
あ
り
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

手
紙
を
読
む
女

書
簡
を
読
む
こ
と
…
…
日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
も
は
や
手
紙
を
書
か
な
く
な

っ
た
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
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て
、
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
手
紙
を
読
む
こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
も
う

愛
を
詠
う
た
め
に
決
し
て
手
紙
を
書
い
た
り
は
し
な
い
し
、
こ
れ
か
ら
も
書
く
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
愛
し
い
恋
人
か
ら
決
し
て
愛
の
手
紙
を
受
け
取
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ま

れ
に
手
紙
を
書
く
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
き
で
さ
え
、
そ
れ
を
手
書
き
す
る
こ
と
を
注
意
深
く
避
け
、
そ
こ

か
ら
個
人
性
の
痕
跡
を
で
き
る
限
り
消
し
去
ろ
う
と
す
る
の
で
あ

つ
て
、
受
け
取

っ
た
手
紙
を
読
む
こ
と

や
ペ
ン
を
手
に
と

つ
て
手
紙
を
書
き
綴
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
非
日
常
的
な
行
為
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
と

い
え
る
。
し
た
が

つ
て
、
半
世
紀
ほ
ど
前
に
書
か
れ
た
作
家
の
手
紙
で
あ
れ
、
キ
ケ
ロ
ー
や
セ
ネ
カ
の
手

紙
の
よ
う
な
古
代
の
手
紙
で
あ
れ
、
そ
れ
を
読
む
た
め
に
は
絶
え
ず
想
像
力
の
行
使
が
不
可
欠
な
の
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
書
簡
を
読
み
つ
つ
、
も
は
や
存
在
し
な
い
読
み
手
や
書
き
手
を
め
ぐ
つ
て
無
責
任
な

夢
想
に
身
を
委
ね
て
み
る
こ
と
も
、
と
き
に
は
許
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

書
簡
と
い
う
形
式
が
想
起
さ
せ
る
美
的
経
験
や
読
書
習
慣
に
つ
い
て
は
、
絵
画
作
品
の
中
に
描
き
こ
ま

れ
た
手
紙
が
、
わ
れ
わ
れ
の
夢
想
の
出
発
点
と
な

っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば

エ
ド
ワ
ー
ド

・

ホ
ッ
パ
ー
の

《
ホ
テ
ル
の
部
屋
》
①
と
題
さ
れ
た
作
品
で
は
、
無
機
質
な
ホ
テ
ル
の
小
室
で
、
到
着
し
た

ば
か
り
の
若
い
女
が
ま
だ
荷
を
広
げ
ぬ
状
態
で
、
手
紙
を
読
む
と
い
う
行
為
に
没
入
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
女
は
、
す
で
に
読
み
終
え
た
手
紙
を
前
に
、
暗
鬱
な
思
い
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
手
紙

を
主
題
と
す
る
多
く
の
絵
画
作
品
同
様
、
こ
こ
で
も
手
紙
の
中
身
に
つ
い
て
、
観
者
は
何
ひ
と
つ
正
確
な



情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
観
者
は
や
は
り
、
絵
の
中
で
手
紙
が
ひ
と
つ
の
決
定
的
と

も
い
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
た
や
す
く
理
解
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
絵
を
見
る
わ
れ
わ

れ
は
、
そ
こ
で
手
紙
を
読
む
と
い
う
行
為
の
表
象
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
少
し
正
確

に
言
う
な
ら
、
手
紙
を
読
む
行
為
が
人
物
に
も
た
ら
す
効
果
、
ま
た
は
そ
れ
が
想
起
さ
せ
る
実
存
の
孤
独

や
、
感
情
と
身
体
の
不
可
分
性
と
い
っ
た
表
象
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
だ
。

そ
し
て
ホ

ツ
パ
ー
の
描
く
こ
の

「手
紙
を
読
む

女
」
は
、
こ
の
絵
を
眺
め
、
解
釈
し
よ
う
と
す
る
わ

れ
わ
れ
が

（ま
た
過
去
の
手
紙
を
読
も
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ

が
）、
手
紙
を
め
ぐ
る
あ
る
ひ
と

つ
の
観
念
や
お
決

ま
り
の
イ
メ
ー
ジ
に
、
み
ず
か
ら
好
ん
で
囚
わ
れ
続

け
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
こ
の
絵
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
絵
画
の
ひ
と
つ
の
類
型
―
―

一
七
世
紀

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
が
好
ん
で
取
り
上
げ
、
続
く
世
紀
フ

ラ
ン
ス
の
風
俗
画
に
も
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
は
ル

ノ
ヮ
ー
ル
の
よ
う
な
画
家
に
よ

っ
て
も
反
復
さ
れ
た

「手
紙
を
読
む
女
」
の
主
題
を
持

つ
絵
画
を
想
起
さ

①ホッパー 《ホテルの部屋》1931
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ェルメール 《手紙を読む青衣の
1663-64

②フェルメール 《窓辺で手紙を読
む:女》 1658‐ 59

③フ
女》

せ
ず
に
は
お
か
な
い
か
ら
だ
。

一
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
の
数
あ
る

「手
紙
を

読
む
女
」
の
表
象
の
な
か
で
、
最
も
有
名
な
も
の

の
ひ
と

つ
は
、
間
違
い
な
く
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
作

品
で
あ
ろ
う
。
《
窓
辺
で
手
紙
を
読
む
女
》
②
が

描
き
出
す
日
常
生
活
の
風
景
の
中
で
、
手
紙
は
ど

れ
ほ
ど
輝
か
し
い
役
割
を
担

っ
て
い
る
こ
と
か
。

女
性
は
手
紙
を
し
つ
か
り
と
両
手
で
握
り
、
精
神

を
集
中
さ
せ
、
手
紙
に
向
き
合

っ
て
い
る
。
そ
の

手
紙
は
と
い
う
と
、
ま
る
で
絵
の
中
で
そ
の
存
在

を
誇
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
外
部
世
界

へ
と
開
か

れ
た
窓
か
ら
射
し
た
光
を
全
身
に
浴
び
て
い
る
。

《
手
紙
を
読
む
青
衣
の
女
》
③
に
お
い
て
も
同
様

に
、
単
独
で
描
か
れ
た
女
は
両
手
で
手
紙
を

つ
か

み
、
文
章
に
注
意
深
く
視
線
を
注
い
で
い
る
。
そ

し
て
こ
こ
で
も
、
画
の
ほ
ぼ
中
央
に
お
か
れ
た
手

終

艤
‐

`
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紙
は
、
静
上
し
た
人
物
に
は
不
釣
合
い
と
も
い
え
る
力
を
加
え
ら
れ
た
両
手
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
手
紙
が
貴
重
な
も
の
で
あ

っ
た
時
代
が
あ

つ
た
の
だ
。
便
り
の
到
着
は
、
過
去
の
書
簡

の
中
で
し
ば
し
ば
突
然
の
歓
喜
、
饒
倖
、
あ
る
い
は
痛
苦
の
不
意
打
ち
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
文
字
通
り
日
常
生
活
に
お
け
る

「事
件
」
で
あ

つ
た
の
だ
。

オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
お
い
て
も
、
描
か
れ
た
手
紙
は
し
ば
し
ば
恋
文
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
人
物
の

複
雑
な
感
情
世
界
を
想
像
し
て
み
る
の
も
あ
な
が
ち
時
代
錯
誤
で
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
う
し

た
側
面
は
、
手
紙
の
主
題
を
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
か
ら
継
承
し
、
凡
庸
化
さ
せ
た

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
風
俗
画

に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
主
題
を
頻
繁
に
取
り
上
げ
た
画
家
の
ひ

と
リ
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
は
、
あ
る
と
き
は
、
手
紙
を
読
み
な
が
ら
洸
惚
と
す
る
女
性
を
描
き
④
人
手
紙
を
読
む

と
い
う
行
為
と
自
慰
の
類
縁
性
は
、
ル
ソ
ー
が

『新
エ
ロ
イ
ー
ズ
」
と
い
う
驚
く
べ
き
倒
錯
的
な
書
簡
体
小
説
で
生
々
し
く

描
き
出
す
も
の
だ
）、
ま
た
あ
る
と
き
は
、
祈
る
よ
う
に
両
手
で
手
紙
を
握
り
締
め
、
遠
く
を
見
つ
め
る
女

性
を
描
き
出
し
て
い
る
⑤

（封
印
は
そ
の
手
紙
が
受
け
取
ら
れ
、
ま
だ
開
封
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
か
、
あ
る
い

は
こ
れ
か
ら
送
り
届
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）。
後
者
の
場
合
、
手
紙
は
親
密
性
の
し
る
し

と
し
て
、
肖
像
や
記
念
品
と
同
様
、
ほ
と
ん
ど
フ
エ
テ
イ
ツ
シ
ュ
な
崇
拝
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
。
手
紙

と
は
、
「あ
の
人
」
そ
の
も
の
、
不
在
の
愛
し
い
人
の
代
補
、
と
き
に
は
恋
す
る

「あ
の
人
」
以
上
に
恋

す
る
幸
せ
な
気
持
ち
で
読
む
主
体
を
充
溢
さ
せ
て
く
れ
る
、
不
思
議
な
魔
力
を
持

つ

「護
符
」
に
ほ
か
な
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ら
な

い
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
別
な
感
情
が
彼

女
の
日
常
生
活
の
中
心
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
み
せ
る
。

た

っ
た
ひ
と
り
、
身
を
隠
す
よ
う
に
孤
独

の
空
間
で
読
ま
れ
る
恋
文
、
あ
る
い
は
こ
れ

見
よ
が
し
に
人
前
で
開
か
れ
る
手
紙

（ゴ
ヤ
の

驚
く
べ
き

《
恋
文
》
を
想
起
し
よ
う
⑥
）
―

―
恋

文
の
主
題
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
変
奏
さ
れ
る

の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
恋
文
を
読
む
人

物
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
女
性
で
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
。
女
た
ち
は
男
た
ち
の
メ
ツ
セ
ー
ジ

に
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
恋
人
を
想
う
、

こ
の
上

な
く
忠
実
な
手
紙
の
読
者
と
し
て
現
わ
れ
る
。

男
性
で
あ
る
画
家
た
ち
は
あ
た
か
も
こ
う
主

張
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
「交
換
」
に
基
づ

く
言
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恋
の
手

⑤フラゴナール 《手紙》 ④フラゴナー
読む夫人》

ル 《思い出または手紙を
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紙
の
読
者
は
ま
ず
第

一
に
女
性
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
。

手
紙
を
書
く
女

も
ち
ろ
ん
女
性
は
手
紙
の
読
み
手
、
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
受
信
者
と
し
て
の
み
描
か
れ
る
わ

け
で
は
な
い
。
女
た
ち
は
ま
た
自
分
た
ち
の

感
情
を
表
出
さ
せ
る
主
体
と
し
て
神
話
化
さ
れ
て
も
い
る
。
手
紙
は

「知
」
や

「学
識
」
を
暗
示
す
る

た
め
に
、
頻
繁
に
男
性
の
肖
像
に
も
描
き
込
ま
れ
た
の
だ
っ
た
が
、
女
性
の
書
き
手
と
と
も
に
描
か
れ
る

手
紙
は
、
い
わ
ば
親
密
性
の
象
徴
、
女
た
ち
が
生
き
る
豊
か
で
計
り
知
れ
ぬ
―
―
だ
か
ら
こ
そ
男
た
ち
の

幻

想
を
掻
き
た
て
る
わ
け
だ
―
―
内
面
生
活
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
る
。

こ
こ
で
も
再
び
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
を
例
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
⑦
。
女
は
、
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
、

筆
記
用
具
箱
や
ペ
ン
と
い
つ
た
書
く
と
い
う
行
為
に
不
可
欠
な
事
物
に
囲
ま
れ
、
ま
さ
に
書
き
つ
つ
あ
る

（書
簡
体
小
説
の
最
高
傑
作
の
ひ
と
つ
『危
険
な
関
係
』
は
、
修
道
院
か
ら
出
て
き
た
ば
か
り
の
少
女
セ
シ
ル
が
、
こ
う
し
た

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
た
め
の
空
間
を
手
に
入
れ
る
場
面
で
幕
を
開
け
る
）。
現
代
の

「個
人
空
間
」
と
は
か
け
離
れ
た

⑥ゴヤ 《恋文》1812-14
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.ャ
ルダン 《手紙に封をする婦

1733
⑦フェルメール 《手紙を書 く女》
1665

③シ
人》

も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
女
が
存
在
し
て
い
る
空
間

に
わ
れ
わ
れ
が
読
み
取
り
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る

の
は
、
暗
い
色
調
に
よ

つ
て
強
調
さ
れ
た
室
内
の

閉
鎖
性
、
そ
し
て
親
密
性
そ
の
も
の
で
あ
る
。
少

し
ば
か
り
力
を
入
れ
て
ペ
ン
を
握
り
、
そ
れ
を
紙

に
押
し
当
て
る
こ
の
女
性
は
、
ま
さ
に
書
く
と
い

う
行
為
を
実
践
し
つ
つ
あ
る
わ
け
だ
が
、
行
為
を

中
断
し
て
そ

っ
と
左
を
向
き
、
画
家
＝
観
者
を
招

き
い
れ
る
よ
う
に
眼
差
し
、
か
す
か
に
微
笑
ん
で

い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
秘
密
に
さ
れ
、
隠
さ
れ

て
い
た
心
情
が
、

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
と
し
て
溢
れ

出
る
瞬
間
に
観
者
は
立
ち
会
う
と
い
う
わ
け
だ
。

シ
ャ
ル
ダ
ン
の

《
手
紙
に
封
を
す
る
婦
人
》
⑧

は
、
封
蝋
を
手
に
持

つ
女
性
が
、
ま
さ
に
手
紙
を

閉
じ
よ
う
と
す
る
瞬
間
を
描
き
出
す
こ
と
で
、
女

の
書
く
手
紙
の
親
密
性
を
さ
ら
に
強
調
し
て
み
せ



る
。
た

っ
た
ひ
と
り
、
「あ
の
人
」
に
向
け
て
綴
ら
れ
た
手
紙
は
、
他
者
の
視
線
を
排
除
す
る
か
の
よ
う
に
、

注
意
深
く
折
り
た
た
ま
れ
、
封
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
真

っ
赤
な
封
印
が
、
書
か
れ
た
言
葉
が
二
人
の

み
の
秘
密
の
言
語
で
あ
る
こ
と
を
、
他
者
に
向
け
て

（そ
し
て
観
者
に
向
け
て
）
明
示
す
る
の
だ
。

書
簡
、
女
性
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
。
女
性
は
卓
越
し
た
親
密
性
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
産
出
者
で
あ
る

と
い
う
神
話
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
は
永
ら
く
影
響
力
を
持

つ
て
き
た
。
中
で
も
文
字
通
り
の
書
簡
の
時
代
、

女
流
書
簡
作
家
の
時
代
の
頂
点
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
が
、
啓
蒙
の
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
女
性

が
知
的
活
動
に
携
わ
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
が
広
く
共
有
さ
れ
て
お
り
、
サ
ロ
ン
で
の
会
話
の
戯
れ
に
身

を
委
ね
る
ほ
か
は
、
女
性
に
許
さ
れ
た
知
的
活
動
の
領
域
は
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
だ

っ
た
、
と
暴
力
的

に
単
純
化
し
て
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
時
代
に
、
い
か
な
る

「公
的
な
」
言
説
の
産
出
に

も
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
女
た
ち
が
、
こ
の
う
え
な
く

「私
的
な
」
言
説
で
あ
る
書
簡
を
自
己
表
現

の
場
と
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
名
高
い
知
的
で
洗
練
さ
れ
た
会
話
を
さ
ら
に
磨
き
上
げ
た
よ
う

な
デ
フ
ア
ン
夫
人
の
書
簡
、
『ぽ
る
と
が
る
ぶ
み
』
以
来
の
女
性
の
激
烈
な
感
情
独
自
と
い
う
様
式
を
実

生
活
に
お
い
て
実
践
し
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
な
ジ

ュ
リ

・
ド

・
レ
ス
ピ
ナ
ス
の
恋
愛
書
簡
、
後
に
自
伝

的
回
想
を
綴
る
こ
と
に
な
る
ロ
ラ
ン
夫
人
の
ほ
と
ん
ど
日
記
的
と
言

っ
て
よ
い
自
伝
書
簡
。　
一
九
世
紀
が

神
話
化
す
る
こ
と
に
な
る
、
物
と
精
神
の
軽
薄
な
流
行
に
身
を
委
ね
な
が
ら
、
軽
や
か
に
哲
学
す
る
女
性

た
ち
は
、
文
字
通
り
手
紙
と
と
も
に
、
手
紙
の
中
に
生
き
て
い
た
と
い
う
わ
け
だ
。
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書
簡
、
自
己
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル

そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
支
配
的
な
観
念
、
手
紙
は
時
間
を
か
け
て
構
成
さ
れ
、

推
敲
さ
れ
た

「作
品
」
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に

「真
実
」
、
と
り
わ
け
書
き
手
の
感
情
の

「真
実
」
を
、

親
密
な
対
話
者
に
向
か

つ
て
正
確
に
伝
え
る
様
式
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
横
た
わ

っ
て
い
る
。
内
奥
の
表

現
で
あ
り
、
私
的
な
言
葉
で
あ
る
手
紙
は
、
奥
深
ぐ
に
隠
さ
れ
て
い
る

「真
実
」
を
よ
り
よ
く
曝
け
出
す

と
い
う
の
だ
。
『ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
』
で
、
画
家
の
手
紙
を

「告
自
文
学
の
傑
作
」
と
絶
賛
し
、
「近
代
に
於

け
る
告
自
文
学
の
無
数
の
駄
作
」
に
対
置
し
て
み
せ
た
小
林
秀
雄
を
捉
え
て
い
た
の
も
お
そ
ら
く
は
そ
う

し
た
観
念
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
ゴ
ツ
ホ
が
弟
テ
オ
に
宛
て
て
綴

っ
た
無
数
の
手
紙
は
、
画
家
の
生
々

し
い
苦
悶
や
絶
望
の
表
現
に
満
ち
て
お
り
、
絶
対
的
な
信
頼
の
対
象
で
あ
る
テ
オ
と
い
う
唯

一
の

「友
人
」

に
向
か

っ
て
、
み
ず
か
ら
の
私
生
活
を
断
章
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
当
の
ゴ
ッ
ホ
が
テ

オ
に
こ
う
書
い
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
「結
局
の
と
こ
ろ
、
僕
に
は
君
以
外
に
は
友
人
な
ど
ひ
と
り

も
い
な
い
し
、
調
子
が
悪
い
と
き
に
は
無
意
識
の
う
ち
に
君
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
だ
」
。
ゴ
ー
ギ
ヤ

ン
と
の
共
同
生
活
が
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
、
病
院
に
送
ら
れ
た
ゴ
ッ
ホ
は
、
そ
こ
か
ら
退
院
し
、
「黄

色
い
家
」
に
戻
る
と

《
玉
葱
と
書
物
の
あ
る
静
物
》
⑨
を
制
作
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
燃
え
続
け
る
蝋



燭
、
玉
葱
と
パ
イ
プ
、
空
糧
と
蓋
の
な
い
や
か
ん
、　
一
般
向
け
の
医
学
書
と
並
ん
で
テ
オ
か
ら
の
手
紙
が

描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
書
簡
は
、
蝋
燭
の
炎
の
よ
う
に
は
か
な
い
ゴ
ツ
ホ
の
生
を
根
底
か
ら
支
え
る
も
の
、

あ
る
い
は
、
常
に
互
い
の
真
情
の
吐
露
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
唯

一
の
救
い
の
場
―
―
小
林
秀
雄
は
い
さ

さ
か
ナ
イ
ー
ブ
に
そ
う
信
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
し
て
、
ゴ
ッ
ホ
の
書
簡
に
頻
出
す
る

「牢
獄
」
の
隠
喩
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
手
紙
は
極
限
状
態

で
の

「書
く
こ
と
」
や

「読
む
こ
と
」
の
証
言
に
な
り
う
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
し
か
に
手
紙
に
は
、
し
ば

し
ば
危
機
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら

れ
て
き
た
。
監
獄

（サ
ド
の
獄
中
書
簡
）、
精
神
病
院

（ア
ル
ト
ー

の
ロ
デ
ー
ズ
か
ら
の
手
紙
）、
戦
場

（⑩
①
）、
死
の
場
所
…
…
手

紙
は
、
苦
し
み
の
極
点
に
お
い
て
、
は
か
な
い

一
瞬
の
幸
福

を
も
た
ら
し
、
読
み
手
や
書
き
手
に
、
か
ろ
う
じ
て
精
神
の

均
衡
を
保
つ
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ

も
そ
も
危
機
の
手
紙
こ
そ
が

「真
実
」
に
最
も
接
近
す
る
の

で
は
な
い
か
。
危
機
的
状
況
に
お
い
て
こ
そ

「恐
ろ
し
い
真

実
が
日
に
見
え
る
」
（ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
母
宛
の
手
紙
）
の
で
あ

つ

⑨ゴッホ 《玉葱と書物のある静物》1889
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⑪ 「手 紙 」 1915。 読み書きのできる兵士が大量  ⑩ 「 郵 使」 1915。 絵画作品で
に戦場に送られるようになった第一次世界大戦では  はないが、危機のエクリチユール
手紙が重要な通信手段となった。           の典型例として、この手紙の写真

を紹介しておきたい。

て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
書
か
れ
た

手
紙
が
、
真
実
を
隠
蔽
し
て
い
る
、
な
ど
と

い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
ゴ

ッ
ホ
の
手
紙
を
読
む
と

気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
ゴ

ツ
ホ
の
自
伝
的

記
述
を
始
動
さ
せ
る
の
は
、
テ
オ
と
い
う

信
頼
す
る
対
話
者
の
存
在
で
あ
る
と
同
時

に
、
そ
の
信
頼
す
る
対
話
者
が
自
己
の
像

を
正
確
に
眼
差
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
不
安
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

自
己
の
開
示
の
契
機
と
な
る
の
は
、
と
き

に
親
し
い
対
話
者
に
よ
る
誤
解
や
無
理
解
、

つ
ま
り
こ
の
絶
対
的
な
理
解
者
に
よ
る
自

己
像
の
歪
曲
な
の
で
あ
る
。
愛
す
る
テ
オ

の
言
葉
に
苛
立
ち
、
こ
の
弟
を
繰
り
返
し

非
難
し
、
彼
の
描
き
出
す
自
己
の
像
を
破

●
１

ヽ

―
●



壊
し
よ
う
と
す
る
ゴ
ッ
ホ
が
手
紙
の
中
で
描
く
自
画
像
は
そ
の
典
型
例
と
い
え
る
。
自
己
に
つ
い
て
語
ろ

う
と
す
る
も
の
は
、
対
話
者
を
召
喚
し
つ
つ
、
抹
殺
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

『告
自
』
に
よ
っ
て
近
代
的
自
伝
を
創
始
し
た
と
も
い
わ
れ
る
ル
ソ
ー
は
、
最
初
期
の
自
伝
的
作
品
と
し

て

『
マ
ル
ゼ
ル
ブ
租
税
法
院
院
長

へ
の
四
通
の
手
紙
』
を
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
有
名
な
手
紙
も
ま
た
、

マ
ル
ゼ
ル
ブ
と
い
う
友
人
に
し
て
庇
護
者
が
、
み
ず
か
ら
の
行
動
原
理
や
性
格
を
誤
解
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
不
安
に
突
き
動
か
さ
れ
た
作
家
が
、
そ
の
誤
解
を
解
く
た
め
に
自
己
の
真
実
を
語
る
と

い
う
形
式
を
取

っ
て
い
る
。
信
頼
と
不
信
、
相
互
理
解
と
誤
解
と
い
う
相
反
す
る
要
素
の
混
在
は
、
自
伝

的
書
簡
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
例
え
ば
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
特
異
な
も
の
に
み
え
よ
う

と
も
、
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
ー
の

『ジ
ャ
ッ
ク

・
リ
ヴ
ィ
エ
ー
ル
と
の
往
復
書
簡
』
な
ど
に
も
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。

ル
ソ
ー
だ
け
で
な
く
、
ロ
ラ
ン
夫
人
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
よ
う
な
、
自
伝
を
残
し
た
作
家
の
多
く
が
、
「自

伝
的
な
」
手
紙
の
書
き
手
で
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
た
や
す
く
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
自
画
像
と
し
て
の

書
簡
は
、
個
人
の
生
涯
を
描
く
自
伝
と
類
縁
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
自
伝
が
あ
く
ま
で
人
格
の
歴
史
を
回

顧
的
に
語
る

「物
語
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
書
簡
は
生
を
断
章
と
し
て
描
き
出
す

「資
料
」
と
み
な
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
も
ま
た
書
簡
を
め
ぐ
る
神
話
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、　
一
般
に
、
自
己
の

エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
の
代
表
的
形
式
と
さ
れ
る
自
伝
が
統

一
的
な
生
を
再
構
成
す
る
た
め
に
粉
飾
や
隠
蔽
に
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頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
に
対
し
、
書
簡
は
そ
の
時
々
の
感
情
を

「あ
り
の
ま
ま
に
」
断
片
的
に
描
き
出
す

と
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
自
伝
の
執
筆
や
読
書
に
は
長
い
時
間
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
手
紙
は
書
き
手

の
感
情
を

一
瞬
に
し
て
写
し
取
り
、
読
み
手
も
ま
た
瞬
時
に
手
紙
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
掴
み
取
る
と
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
、
書
簡
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
は
し
ば
し
ば
日
記
の
そ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
も
あ
る
。
定
期

的
に
同

一
の
対
話
者
に
向
け
て
書
き
綴
ら
れ
る
手
紙
は
、
書
き
手
の
精
神
状
態
や
健
康
状
態
ま
で
も
映
し

出
す
の
で
あ

っ
て
、
書
き
手
は
書
簡
と
い
う
場
を
利
用
し
て
、
と
き
に
意
識
的
に
断
片
的
な
自
己
描
出
を

試
み
る
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
ま
だ
近
代
的
な
意
味
で
の
私
的
な
日
記
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
ろ
、

フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
の
代
表
的
哲
学
者
デ
イ
ド
ロ
は
、
「日
記
」
と
彼
自
身
が
み
な
す

「そ
の
と
き
ど
き
の
私

の
物
語
」
で
あ
る
手
紙
を
、
恋
人
の
ソ
フ
イ
ー

・
ヴ
オ
ラ
ン
に
宛
て
て
書
き
続
け
て
い
る
。

作
家
の
手
紙

し
か
し
、
女
た
ち
の
親
密
性
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
で
あ
れ
、
自
己
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
で
あ
れ
、
手
紙

が
名
宛
人
を
越
え
た
と
こ
ろ
に

「読
者
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
手
紙
が
言
葉
の
最
も
大
き
な
意
味
で

の

「公
共
性
」
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
書
き
綴
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
手
紙
の
ほ
と
ん
ど
は
、



名
宛
人
以
外
の
読
者
に
は
読
ま
れ
る
に
値
し
な
い
と
判
断
さ
れ
、
最
終
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

っ

て
、
忘
却
や
消
滅
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
書
か
れ
た
手
紙
そ
れ
自
体
が
例
外
的
な
美
的
価
値
や
史
料
価
値

を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
私
信
と
考
え
ら
れ
る
個
人
的
な
書
簡
が
多
様
な
公
的
性
格
を
持
ち
え
た
時
代
が
あ

っ
た
こ

と
は
想
起
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
歴
史
家
た
ち
は
決
ま

っ
て
、
か
つ
て
書
簡
と
い
う
通
信
が
、
作
者
と
読

者
の
周
囲
に
位
置
す
る
ひ
と
び
と
、
つ
ま
り
は
家
族
、
親
類
、
友
人
、
共
通
の
話
題
や
利
益
を
持
つ
仲
間

と
い
っ
た
存
在
を
前
提
と
す
る
交
流
で
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
み
せ
る
。
手
紙
が
伝
え
る
情
報
は
、
と

き
に
、
書
き
手
や
受
取
人
が
属
す
る
社
会
的
グ
ル
ー
プ

（文
芸
共
和
国
、
サ
ロ
ン
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
）
に
伝
達
さ

れ
、
ま
た
あ
る
と
き
に
は
手
紙
そ
の
も
の
が
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
ひ
と
び
と
を
前
に
し
て
読
み
上
げ
ら

れ
、
写
し
が
回
覧
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

し
か
し
、
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
運
命
を
決
定
付
け
る
の
は
多
く
の
場
合

「出
版
」
な
の
で
あ

っ
て
、
そ

う
し
た
読
者
公
衆
の
た
め
の
出
版
＝
印
刷
を
正
当
化
す
る
の
は
手
紙
の
書
き
手
と
名
宛
人
の
名
声
で
あ
る

と
い
え
る
。
そ
し
て

「読
ま
れ
る
書
簡
」
の
産
出
者
と
し
て
絶
え
ず
特
別
な
位
置
を
占
め
て
き
た
の
が
作

家
に
は
か
な
ら
な
い
。
再
び
書
簡
の
世
紀
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
期
を
例
に
取
る
な
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、

偉
人
と
し
て
文
化
社
会
に
君
臨
し
は
じ
め
た
作
家
や
哲
学
者
の
書
簡
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た

「全
集
」
に
は
私
的
な
手
紙
が
体
系
的
に
公
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
モ
ン
テ
ス
キ

ユ
ー
、
ヴ
オ
ル
テ
ー
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ル
と
い
っ
た
世
紀
の
偉
人
た
ち
の
書
簡
が
読
者
公
衆
の
注
目
を
集
め
は
じ
め
、
彼
ら
の
私
的
な
手
紙
が

「作

品
」
と
並
ん
で

「著
作
集
」
の
中
で
特
別
な
場
所
を
占
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
は
、
公
表
さ

れ
る
手
紙
が

「私
的
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
親
密
で
個
人
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
作
家
の
真
の
人
格

が
露
呈
さ
れ
る
と
の
考
え
が
定
着
し
は
じ
め
る
。

こ
う
し
て
作
家
や
思
想
家
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
個
人
的
な
手
紙
を
読
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と

の
認
識
が
次
第
に

一
般
化
し
て
い
っ
た
の
だ

っ
た
。
そ
う
し
た
観
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
理
論
に
よ
っ

て
作
者
概
念
の
再
定
義
が
試
み
ら
れ
た
現
代
に
お
い
て
な
お
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

っ

て
、
そ
れ
は
例
え
ば
み
ず
か
ら
の
生
に
文
学
者
と
し
て
の
存
在
を
刻
み
込
も
う
と
し
た

（と
単
純
化
さ
れ
も

す
る
）
ロ
マ
ン
主
義
者
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
は
る
か
遠
く
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
や

マ
ラ
ル
メ
の
よ
う
な
作
家
た
ち
に
つ
い
て
さ
え
当
て
嵌
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

書
簡
な
し
に
は
創
作
の
秘
密
を
決
し
て
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
手
紙
を
参
照
す
る
こ
と

な
し
に
は
、
哲
学
者
の
思
想
を
正
し
く
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

そ
し
て
作
家
は
と
い
う
と
、
い
つ
の
時
代
か
ら
か
、
こ
の
う
え
な
く
私
的
な
手
紙
を
綴
る
さ
い
に
も
、

作
家
と
し
て
の
自
己
意
識
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な

っ
た
の
だ

っ
た
。
文
学
と
い
う
特
殊
な
強
迫
観
念
に

囚
わ
れ
た
文
士
た
ち
は
、
四
六
時
中
作
家
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル

・
ユ
ゴ
ー
は

一
八
三
二
年
、
当
時
女
優
だ

っ
た
ジ

ュ
リ
エ
ッ
ト
に
出
会
い
、
彼
女
と
結
ば
れ
る
と
、
そ
れ
以
降
、
ジ

ュ



リ
エ
ッ
ト
が
死
ぬ

一
八
八
三
年
ま
で
、
多
く
の
愛
の
手
紙
を
書
き
綴
る
こ
と
に
な

つ
た
の
だ
が
、
こ
の
文

字
通
り
の
偏
執
狂
は
、
恋
に
落
ち
て
す
ぐ
に
自
分
が
書
き
綴
る
手
紙
を
後
世
に
残
す
こ
と
を
計
画
し
は
じ

め
て
い
る
。
「だ
が
、
僕
の
生
に
刻
ま
れ
た
あ
な
た
の
生
が
永
遠
に
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な

っ
て
ほ
し

く
は
な
い
の
だ
」
。
作
家
は
も
は
や
、
最
も
私
的
な
手
紙
に
お
い
て
さ
え
、
作
家
と
い
う
衣
装
を
脱
ぎ
す

て
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。

沈
黙
す
る
ラ
ン
ボ
ー

ユ
ゴ
ー
の
場
合
は
明
ら
か
に
、
ジ

ュ
リ
エ
ッ
ト

ヘ
の
手
紙
を
自
分
自
身
で
ひ
と
つ
の

「書
物
」
と
し
て

構
想
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
多
く
の
場
合
、
作
家
の
死
後
、
書
簡
に

「書
物
」
と
い
う
形
式
を
与

え
る
の
は
後
世
の
編
者
や
読
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
作
家
は
同
時
に
複
数
の
対
話
者
に
手
紙
を
書
き
送
る

の
で
あ
り
、
そ
の
複
数
性
そ
の
も
の
が
作
家
の
複
雑
な
生
の
貴
重
な
資
料
と
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
が
、

後
世
の
読
者
や
編
者
は
そ
こ
か
ら
特
定
の
文
通
相
手
と
の
対
話
を
切
り
離
し
、
読
み
物
と
し
て
の
統

一
性

を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
創
作
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
る
手
紙
、
思
想
家
同
士
の
哲
学
書
簡
、
恋
人

と
の
愛
の
手
紙
、
作
家
を
崇
拝
す
る
読
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
、
旅
先
か
ら
の
報
告
と
い
う
形
式
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を
取
る
書
簡
、
家
族
と
の
親
密
な
や
り
取
り
…
…
こ
う
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

「読
ま
れ
る
た
め
の
書
簡
」
が

生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
作
家
と
し
て
の
公
的
生
活
と
、
恋
愛
や
友
情
、
家
庭
に
関
す
る
私
信
を
完
全
に
切
断
し
よ

う
と
し
た
作
家
は
多
い
。
し
か
し
ひ
と
た
び
作
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
人
間
が
文
学
を
見
捨

て
よ
う
と
す
る
の
を
、
文
学
は
決
し
て
見
逃
し
て
は
く
れ
な
い
。
文
学
は
、
作
家
が
開
示
す
る
こ
と
を
拒

ん
だ
私
生
活
の
記
録
や
、
内
奥
の
叫
び
を
何
の
た
め
ら
い
も
な
し
に
公
表
し
て
し
ま
う
の
だ
。
い
や
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
読
者
の
視
線
を
注
意
深
く
排
除
し
よ
う
と
し
た
私
的
な
書
簡
こ
そ
を
、
最
も
文
学
的
な
テ
ク

ス
ト
と
し
て
す
ぐ
さ
ま
我
有
化
し
て
み
せ
る
。
「き
み
も
僕
と
同
じ
よ
う
に

（僕
は
そ
う
確
信
し
て
さ
え
い
る

よ
）、
僕
た
ち
の
後
に
、
僕
た
ち
の
私
生
活
の
跡
が
残
さ
れ
る
の
を
避
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
く
れ
る
と
思

う
。
だ
か
ら
僕
は
き
み
の
手
紙
を
燃
や
す
こ
と
に
す
る
よ
」
。
か
つ
て
の
恋
人
で
あ
り
妻
で
も
あ

っ
た
ガ

ラ
に
向
か
つ
て
こ
う
記
し
た
詩
人
ポ
ー
ル
・
エ
リ

ュ
ア
ー
ル
の
手
紙
は
作
家
の
死
後
出
版
さ
れ

（こ
の
場
合
、

手
紙
を
保
存
し
て
い
た
の
は
ガ
ラ
だ
）、
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
愛
の
手
紙
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。

手
紙
を
焼
く
こ
と
。
私
的
な
書
簡
の
中
に
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
こ
の
欲
望
は
、
実
現
さ
れ
ず
、
そ
の
ま
ま

活
字
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

そ
し
て
文
学
は
、
文
学
の
放
棄
と
い
う
こ
の
上
な
く
挑
発
的
な
決
意
で
さ
え
も
、
文
学
的
な
出
来
事
と

し
て
回
収
し
て
し
ま
う
。
こ
の
困
難
な
文
学
と
の
訣
別
を
証
言
す
る
の
は
、
や
は
り
作
家
の
書
簡
だ
。
か



つ
て
み
ず
か
ら
の
文
学
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
作
家
が
酷
使
し
た
書
簡
が
、
最
後
に
文
学
の
放
棄
を
実

現
し
て
く
れ
、
文
学
書
簡
と
し
て
輝
き
を
放

つ
と
い
う
わ
け
だ
。
書
簡
ジ
ヤ
ン
ル
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性

を
極
限
ま
で
押
し
広
げ
た
作
家
の
ひ
と
り
、
ル
ソ
ー
を
こ
こ
で
も
例
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
特

異
な
書
簡
形
式
の
論
争
書
や
演
劇
論
を
著
し
、　
一
八
世
紀
最
大
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な

っ
た
書
簡
体
小
説

『新

エ
ロ
イ
ー
ズ
』
の
作
者
で
も
あ

っ
た
ル
ソ
ー
は
、
文
学
に
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
批
判
的

思
考
に
貫
か
れ
た
、
多
様
な
手
紙
の
書
き
手
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
手
紙
は
、
彼
の
情
熱
の
対
象
で
あ
り
、

批
判
の
対
象
で
も
あ

っ
た
文
学
と
の
壮
絶
な
ま
で
の
格
闘
の
記
録
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
彼

が
、
あ
る
時
期
に
文
学
を
捨
て
去
ろ
う
と
決
意
す
る
。
文
学
と
の
訣
別
。
主
著

『
エ
ミ
ー
ル
』
が
焚
書
処

分
を
受
け
、
作
者
に
逮
捕
令
状
が
出
さ
れ
る
と
、
彼
は

「逃
亡
者
」
と
し
て
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

の
だ
が
、
そ
の
出
来
事
を
境
に
彼
は
、
み
ず
か
ら
に
大
き
な
不
幸
を
も
た
ら
し
た
文
学
か
ら
次
第
に
距
離

を
取
り
は
じ
め
る
。
そ
し
て
パ
リ
に
戻

っ
た
彼
は
、
流
行
作
家
に
対
す
る
憧
憬
や
単
純
な
好
奇
心
か
ら
彼

に
接
近
し
よ
う
と
す
る
読
者
＝
公
衆
に
対
し
、
繰
り
返
し
こ
う
宣
言
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
だ

っ
た
。

私
は
も
は
や
作
家
で
は
な
く
、　
一
私
人
で
あ
る
、
文
学
は
過
去
の
不
幸
な
思
い
出
で
し
か
な
く
、
そ
れ
は

私
に
は
無
関
係
だ
、
と
。
だ
か
ら
こ
そ
ル
ソ
ー
晩
年
の
書
簡
は
特
別
な
注
目
を
集
め
、
奇
妙
な
解
釈
の
対

立
を
生
み
出
し
て
き
た
の
だ

っ
た
。
そ
こ
か
ら
は
、
か
つ
て
の
情
熱
の
対
象
で
あ

っ
た
文
学
が
、
彼
の
存

在
の
す
べ
て
で
あ

っ
た
は
ず
の
あ
の
文
学
が
、
見
事
な
ま
で
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
文
学
の
放
棄
の
証
言
と
し
て
最
も
名
高
い
の
は
、
や
は
リ
ラ
ン
ボ
ー
の
手
紙
で
あ
ろ
う
。
ラ

ン
ボ
ー
は
、
若
き
日
の
文
学
書
簡
の
中
で
、
燃
え
る
よ
う
な
文
学

へ
の
情
熱
を
書
き
記
し
て
い
た
。
「ぼ

く
は
詩
人
に
な
り
た
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
を

『
見
者
』
に
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
の
で
す
」
。
あ

ま
り
に
も
有
名
な
こ
の

「見
者
の
手
紙
」
を
は
じ
め
と
し
て
、　
一
〇
代
に
書
か
れ
た
手
紙
は
い
ず
れ
も
、

文
学

へ
の
憧
憬
、
挑
戦
、
挑
発
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
ラ
ン
ボ
ー
は
、
『地
獄
の

一
季
節
』
、
『
イ

リ

ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
に
よ
っ
て
近
代
の
文
学
神
話
の
ひ
と
つ
と
な

っ
た
の
だ

っ
た
。
だ
が
、
ラ
ン
ボ
ー
神

話
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
た
の
は
、
こ
の
天
才
詩
人
が
誰
よ
り
も
劇
的
に
、
そ
れ
も
決
定
的
に
、
文
学

を
捨
て
て
し
ま

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
交
易
商
人
と
し
て
ア
フ
リ
カ
に
渡

っ
た
ラ
ン
ボ
ー
は
も
は

や
文
学
に
つ
い
て
何
ひ
と
つ
語
ろ
う
と
し
な
い
。
た
し
か
に
詩
人
は
、
取
引
の
仔
細
や
専
門
書
の
注
文
、
「現

地
」
の
状
況
報
告
に
混
じ
え
て
、
自
己
に
つ
い
て
と
き
に
自
嘲
的
な
調
子
で
語

っ
て
い
る
。

あ
あ
、
こ
の
ぼ
く
は
、
ま

っ
た
く
人
生
に
は
執
着
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
生
き
て
い
る
の
は
、

疲
れ
な
が
ら
生
き
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
先
も
今
み
た
い
に

体
を
疲
労
さ
せ
、
こ
の
過
酷
な
風
土
の
な
か
で
激
し
く
も
ば
か
げ
た
苦
痛
で
身
を
養
い
つ
づ
け
ざ
る
を

え
な
い
と
す
れ
ば
、
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
と
恐
れ
ま
す
。
（
一
人
八
一
年
五
月
二
五
日
）



当
地
の
暑
さ
の
な
か
で
、
ま

っ
た
く
や
り
切
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ぼ
く
が
こ
こ
に

来
た
の
は
幸
福
に
な
る
た
め
に
で
は
な
い
の
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
な
の
に
こ
の
地
を
離
れ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
、
今
や
顔
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
生
活
の
手
段
が
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。　
一
方
よ
そ
で
は
、

も

っ
ぱ
ら
餓
死
す
る
手
段
が
見
つ
か
る
ば
か
り
で
す
。
（
一
八
八
四
年
五
月
二
九
日
）

日
陰
で
も
摂
氏
五
〇
か
ら
五
五
度
に
な
る
当
地
の
夏
に
人
が
元
気
に
し
て
い
ら
れ
る
範
囲
で
は
、
ぼ

く
は
す
こ
ぶ
る
元
気
で
す
。
（
一
八
八
六
年
七
月
九
日
）

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
に
は

「文
学
的
」
と
も
み
え
る
こ
う
し
た
自
己
描
出
が
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
文
学
に

関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は

一
切
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
ラ
ン
ボ
ー
が
ア
フ
リ
カ
か
ら
書
き
送

っ
た
手
紙
が

決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
ラ
ン
ボ
ー
と
い
う

一
個
の
特
異
な
個
性
を
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
と
い

う
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
徹
底
し
て
文
学
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
誰
よ
り
も
深
く
文
学
に
愛
さ

れ
た
こ
の
早
熟
の
天
才
は
、
決
然
と
、
何
ひ
と
つ
未
練
な
く
、
文
学
を
捨
て
去

っ
て
し
ま

っ
た
。
ア
フ
リ

カ
書
簡
の
中
の
ラ
ン
ボ
ー
は
、
文
学
を
忘
却
し
た
こ
と
さ
え
忘
却
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
文
学

へ
の
完

全
な
無
関
心
を
示
し
て
い
る
…
…
今
日
、
ラ
ン
ボ
ー
神
話
の
こ
の
側
面
は
、
そ
の
重
要
性
を
増
す
ば
か
り

だ
。
文
学
は
、
文
学
の
放
棄
を
証
言
す
る
手
紙
、
文
学

へ
の
残
酷
な
ま
で
の
無
関
心
の
手
紙
を
読
み
続
け
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る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
強
い
る
の
だ
。

ぼ
く
は
ひ
ど
く
う
ん
ざ
り
し
て
い
ま
す
。
四
六
時
中
で
す
。
ぼ
く
ほ
ど
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
人
間
に

は
、会

っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、惨
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
こ
ん
な
生
き
様
、家
族
も
な
く
、

知
的
な
活
動
も
せ
ず
、
黒
ん
坊
た
ち
の
中
に
埋
も
れ
て
、
こ
ち
ら
は
彼
ら
の
境
遇
を
改
善
し
て
や
ろ
う

と
思

っ
て
い
る
の
に
、
あ
ち
ら
は
こ
ち
ら
を
む
し
り
取
ろ
う
と
す
る
ば
か
り
で
、
遅
滞
な
く
取
引
を
済

ま
す
な
ど
金
輪
際
で
き
な
い
始
末
な
の
で
す
。
彼
ら
の
奇
怪
な
言
葉
を
喋
ら
さ
れ
、
彼
ら
の
薄
汚
い
料

理
を
食
べ
さ
せ
ら
れ
、
彼
ら
の
怠
け
癖
と
裏
切
り
と
低
能
の
せ
い
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
面
倒
を
引
き
受

け
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
よ
―

（
一
八
八
八
年
八
月
四
日
）

＊
　
本
文
中
の
書
簡
か
ら
の
引
用
は
次
の
版
に
よ
つ
た
。
ガ
リ
マ
ー
ル
版

『書
簡
全
集
』
（ゴ
ッ
ホ
）、
フ
オ
リ
オ
版

『ソ
フ
イ
ー
・ヴ
オ

ラ
ン
ヘ
の
手
紙
」
（デ
イ
ド
ロ
）
、
ア
ル
／
ポ
版

『ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ル
エ
ヘ
の
手
紙
』
（
ユ
ゴ
ー
）、
ガ
リ
マ
ー
ル
版

『ガ
ラ

ヘ
の
手
紙
』
（
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
）、
筑
摩
書
房
版

『ボ
ー
ド
レ
ー
ル
全
集
』
（阿
部
良
雄
訳
）
、
青
土
社
版

『ラ
ン
ボ
ー
全
集
』
（平

井
啓
之
他
訳
）。
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