
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
�

―
―
「
羅
生
門
」
と
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
架
橋
す
る
も
の
―
―

天

満

尚

仁

序

芥
川
の
作
品
を
便
宜
的
に
初
期
／
後
期
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
古
典
を
翻

案
し
た
「
王
朝
も
の
」
を
初
期
に
、
自
伝
的
要
素
の
強
い
私
小
説
的
な
作
品

群
を
後
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
変
容
は
、
物
語
性
の
強
い
虚
構

か
ら
、
芥
川
自
身
の
生
活
の
作
品
化
へ
と
も
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
。
芥
川
研

究
は
、
後
期
に
見
ら
れ
る
天
才
芥
川
と
い
う
聖
典
化
さ
れ
た
人
物
像
と
結
び

つ
い
た
私
小
説
性
を
、
う
ま
く
相
対
化
で
き
ず
に
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。

そ
の
辺
り
の
事
情
を
篠
崎
美
生
子
は
次
の
よ
う
に
明
快
に
ま
と
め
て
い
る
。

「
芥
川
」
を
「
芸
術
」
的
「
天
才
」＝

「
被
害
者
」＝

母
恋
い
の
人

と
し
て
解
っ
た
こ
と
に
し
、
そ
こ
に
感
情
移
入
し
て
語
る
と
い
う
営
み

が
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
言
説
空
間
を
保
存
し
よ
う
と
す
る
極
め
て
反

動
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
論
者
た
ち
に
と
っ
て
幾
重
に
も

心
地
よ
い
こ
う
し
た
閉
鎖
的
な
空
間
を
「
研
究
」
の
名
に
お
い
て
温
存

す
る
た
め
に
、「
芥
川
研
究
」
の
文
法
は
守
ら
れ
て
い
る
の（
１
）だ。

芥
川
の
最
期
が
自
殺
と
い
う
文
字
通
り
劇
的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま

え
れ
ば
、〈
小
説
の
向
こ
う
に
小
説
よ
り
も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
芥
川
」
の

物
語
が
浮
上
し
て
く
る
の
を
見
〉
た
い
と
い
う
欲
望
に
抗
う
こ
と
は
難
し

い
。
だ
が
、
目
の
前
に
あ
る
小
説
を
素
通
り
し
て
、
天
才
芥
川
と
い
う
メ
タ

物
語
を
希
求
す
る
こ
と
は
、
小
説
が
恣
意
的
な
物
語
を
騙
る
た
め
の
指
標
と

な
っ
て
し
ま
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
特
に
遺
稿
と
な
っ
た

「
或
阿
呆
の
一
生
」（『
改
造
』
昭
和
２
・
１０
）
に
顕
著
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

自
殺
の
原
因
で
あ
る
〈
僕
の
将
来
に
対
す
る
ぼ
ん
や
り
と
し
た
不
安
〉
を
、

「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
〈
大
体
は
尽
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ（
２
）る〉
と
芥
川
自

身
が
書
い
た
か
ら
で
あ
る
。
読
者
が
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
手
が
か
り
に
、

大
正
と
い
う
時
代
の
終
焉
と
あ
い
ま
っ
た
「
芥
川
の
死
」
を
、
一
つ
の
物
語

と
し
て
受
容
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

本
論
で
は
、
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
構
造
と
象
徴
、
お
よ
び
小
林
秀

雄
の
芥
川
に
対
す
る
批
評
を
分
析
対
象
に
定
め
る
。
そ
し
て
、
読
者
を
芥
川

の
実
人
生
に
誘
い
出
し
、「
芥
川
」
と
い
う
物
語
の
創
出
を
促
す
原
因
が
、

芥
川
の
小
説
の
可
能
性
／
限
界
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。
取
り
扱
う
テ
ク
ス
ト
は
、
芥
川
の
作
家
の
出
発
点
と
な
っ
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た
「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
大
正
４
・
１１
）
と
、
遺
稿
と
な
っ
た
「
或
阿

呆
の
一
生
」
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
、「
羅
生
門
」
が
小
説
を
一
つ
に
ま

と
め
上
げ
る
プ
ロ
ッ
ト
（
因
果
関
係
）
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
或

阿
呆
の
一
生
」
は
プ
ロ
ッ
ト
を
持
た
ず
、
五
十
一
の
断
章
（
身
辺
雑
記
）
に

よ
っ
て
小
説
が
構
成
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
芥
川
の
初
期

の
小
説
は
構
造
／
プ
ロ
ッ
ト
が
、
後
期
の
小
説
は
断
章
／
象
徴
が
創
作
上
の

大
き
な
違
い
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
差
異
は
一
つ
の
問
題
意
識
の
上

に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
い
か
に
語
る
か
と
い

う
も
の
だ
。

篠
崎
が
抽
出
し
た
〈「
芥
川
」
の
物
語
〉
は
、
こ
の
�
語
り
得
ぬ
も
の
�

の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
解
決
方
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、�
語
り
得

ぬ
も
の
�
を
作
品
の
瑕
疵
と
み
な
し
、
読
者
の
恣
意
性
に
委
ね
ら
れ
た
作
家

の
物
語
に
よ
っ
て
一
元
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に
秘
め

ら
れ
た
文
学
的
可
能
性
を
、
文
学
的
限
界
と
し
て
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
私
が
論
じ
た
い
の
は
、
位
相
を
異
に
す
る
作
家
・
作
品
・
同
時
代

言
説
を
、
水
飴
の
よ
う
に
伸
び
縮
み
す
る
渾
然
一
体
と
な
っ
た
言
葉
の
束
と

し
て
布
置
す
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
も
つ
文
学
的
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の

芥
川
の
テ
ク
ス
ト
の
内
奥
に
秘
め
ら
れ
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
可
能
性
を

論
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
羅
生
門
」
に
現
れ
た
�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�

と
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

一

�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
／
�
語
り
得
ぬ
も
の
�

「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
大
正
４
・
１１
）
に
は
、
個
々
の
人
間
の
主
体

的
行
為
が
、
当
人
の
意
識
に
の
ぼ
る
こ
と
の
な
い
、
共
同
体
内
部
の
構
造
的

制
約
に
よ
っ
て
配
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
�
語
り

尽
く
せ
ぬ
も
の
�
の
文
学
化
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〈
或
日
の
暮
方
の
事
で
あ
る
。
一
人
の
下
人
が
羅
生
門
の
下
で
、
雨
や
み

を
待
つ
て
ゐ
た
。〉
と
い
う
冒
頭
の
二
文
は
、
下
人
が
あ
る
目
的
の
た
め
に

雨
が
や
む
の
を
、
自
分
の
意
志
で
待
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
だ
が

そ
れ
も
ほ
ど
な
く
、〈「
雨
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
下
人
が
、
行
き
所
が
な
く
て
、

途
方
に
く
れ
て
ゐ
た
」
と
云
ふ
方
が
、
適
当
で
あ
る
。〉
と
修
正
さ
れ
、
そ

れ
ま
で
仕
え
て
い
た
主
人
に
暇
を
出
さ
れ
た
結
果
、
下
人
は
目
的
も
な
く
雨

に
待
た
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
中
に

介
入
し
た
〈
作
者
〉
が
、
下
人
の
雨
を
待
つ
と
い
う
行
為
が
、
下
人
の
意
志

で
は
な
く
主
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
読
者
に
強
調
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
〈
作
者
〉
に
よ
る
書
き
直
し
に
、
人
間
の
主
体
性
が
、
と
う

の
本
人
に
は
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
原
因
の
結
果
と
し
て
付
与
さ
れ
る
と

い
う
、
芥
川
の
認
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。「
羅
生
門
」
は
こ
の
認
識

を
下
敷
き
に
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

雨
に
よ
っ
て
羅
生
門
の
下
に
置
か
れ
た
下
人
は
、〈
夕
冷
え
の
す
る
京
都
〉

で
〈
も
う
火
桶
が
欲
し
い
程
の
寒
さ
〉
を
覚
え
、
門
柱
の
間
か
ら
容
赦
な
く

〈
吹
き
抜
け
る
〉
風
に
頭
を
悩
ま
せ
る
。
そ
こ
で
、
下
人
は
、〈
雨
風
の
患

の
な
い
、
人
目
に
か
ゝ
る
惧
れ
の
な
い
〉
羅
生
門
の
二
階
を
目
指
す
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
雨
が
羅
生
門
へ
、
風
が
二
階
へ
下
人
を
誘
導
す
る
の
で
あ

る
。
下
人
が
老
婆
と
邂
逅
す
る
ま
で
の
導
入
部
は
、
実
に
〈
雨
風
〉
に
よ
っ

て
配
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
下
人
が
羅
生
門
に
い
た
の
は
、
主
人
に

〈
暇
を
出
さ
れ
た
〉
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
主
人
も
ま
た
、〈
洛
中
〉
の
〈
衰

微
〉
に
よ
っ
て
、
下
人
に
〈
暇
を
出
〉
し
た
の
で
あ
り
、
主
人
の
自
由
な
意

志
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
。主
人
／
下
人
は
文
字
通
り
主
従
の
関
係
に
あ
り
、
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強
者
／
弱
者
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
強
者
に
位
置
す
る
主

人
も
、
京
都
の
町
の
荒
廃
に
よ
っ
て
下
人
を
解
雇
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点

で
、下
人
と
同
様
に
弱
者
で
も
あ
る
の
だ
。だ
が
、主
人
を
弱
者
に
追
い
や
っ

た
〈
洛
中
〉
の
〈
衰
微
〉
の
原
因
に
対
す
る
語
り
は
、
そ
れ
ま
で
の
も
の
と

は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
原
因
（
主
）
／
結
果
（
従
）
の
関
係
は
、〈
下
人
〉
↓
〈
主

人
〉
↓
〈
洛
中
〉
と
い
っ
た
具
合
に
、
単
一
の
原
因
に
遡
行
す
る
こ
と
が
で

き
、
単
線
的
な
主
従
関
係
の
反
復
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、〈
洛
中
〉

の
〈
衰
微
〉
の
原
因
は
、〈
地
震
〉・〈
辻
風
〉・〈
火
事
〉・〈
飢
饉
〉
と
い
っ

た
複
数
の
天
変
地
異
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
単
一
の
原
因
に
帰
さ
れ
て
は
い

な
い
。〈
作
者
〉
は
、
天
変
地
異
／
京
の
荒
廃
を
結
ぶ
因
果
関
係
に
対
し
て
、

自
然
現
象
の
重
層
的
な
原
因
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
書
く
こ
と
し
か
で
き
な

い
。
つ
ま
り
、
天
変
地
異
は
�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
な
の
で
あ
る
。
こ
の

�
語
り
得
る
�
単
一
の
原
因
か
ら
�
語
り
尽
く
せ
ぬ
�
複
数
の
原
因
へ
の
遡

行
の
ベ
ク
ト
ル
を
逆
向
き
に
し
て
展
開
す
る
と
、
羅
生
門
の
二
階
で
交
わ
さ

れ
た
、
下
人
・
老
婆
・
女
の
や
り
と
り
も
ま
た
、
主
／
従
の
関
係
が
反
転
を

と
も
な
い
つ
つ
反
復
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
の
意
味
で
は
、「
下

人
が
主
体
性
を
獲
得
す
る
成
長
物
語
」
と
い
う
一
般
的
な
読
み
方
―
下
人
が

羅
生
門
で
老
婆
と
会
い
、
老
婆
の
語
る
〈
餓
死
を
す
る
の
で
仕
方
が
な
く
し

た
事
〉
に
則
っ
て
盗
人
に
な
る
物
語
―
も
、
主
人
／
下
人
と
い
う
主
従
関
係

の
反
復
と
い
う
小
説
内
の
コ
ー
ド
の
帰
結
に
過
ぎ
な
い
。確
認
し
て
み
よ
う
。

「
羅
生
門
」
は
主
人
／
下
人
と
い
う
絶
対
的
な
主
／
従
関
係
を
基
礎
コ
ー

ド
と
し
て
い
る
。
こ
の
基
礎
コ
ー
ド
を
�
語
り
得
る
�
結
果
か
ら
、�
語
り

尽
く
せ
ぬ
�
結
果
へ
と
展
開
し
て
い
く
と
、
一
方
的
な
搾
取
を
介
し
た
相
対

的
な
【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
関
係
が
、
転
倒
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
下

人
・
老
婆
・
女
・
太
刀
帯
と
い
っ
た
登
場
人
物
た
ち
を
関
係
づ
け
て
い
る
こ

と
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
こ
と
を
時
系
列
に
し
た
が
っ
て
、
簡
潔
に
ま
と
め

て
み
よ
う
。
ま
ず
【
女
（
主
）】
が
嘘
を
介
し
て
蛇
を
【
太
刀
帯
（
従
）】
に

売
り
つ
け
て
い
た
。次
い
で
、【
老
婆
（
主
）】
が
死
人
と
な
っ
た
【
女
（
従
）】

か
ら
髪
を
抜
い
て
い
た
。
そ
し
て
、【
下
人
（
主
）】
が
、
刀
・
男
性
・
若
さ

と
い
う
力
に
よ
っ
て
【
老
婆
（
従
）】
か
ら
着
物
を
剥
ぎ
と
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
し
て
見
る
と
、
死
を
避
け
る＝

生
き
る
と
い
う
名
目
の
も
と
に
、
下
人

も
老
婆
も
女
も
相
対
的
な
弱
者
か
ら
一
方
的
に
搾
取
す
る
こ
と
で
【
主

（
生
）】
の
位
置
を
獲
得
す
る
が
、
そ
れ
も
つ
か
の
間
、
自
分
よ
り
強
い
者

と
の
関
係
の
中
で
、
何
か
を
搾
取
さ
れ
る
者
に
追
い
や
ら
れ
、【
従
（
死
）】

の
位
置
に
滑
り
落
ち
て
い
る
の
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
と
、

太
刀
帯
だ
け
が
【
主
（
生
）】
に
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、

初
出
稿
に
付
さ
れ
た
〈
下
人
は
、
既
に
、
雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗

を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。〉
と
い
う
結
末
を
参
照
す
る
限
り
、
太
刀
帯

も
ま
た
【
主
（
生
）】
の
位
置
に
送
り
返
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

太
刀
帯
は
春
宮
の
護
衛
を
す
る
武
官
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
朝
廷
と
い

う
権
威
お
よ
び
武
力
と
い
う
力
を
持
つ
役
職
が
、
テ
ク
ス
ト
に
一
度
だ
け
登

場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
髪
の
毛
を
抜
い
て
い
た
理
由
を
言
い
出
さ
ず
に
い

た
老
婆
に
向
け
ら
れ
た
、
下
人
の
科
白
の
中
に
あ
る
。

「
己
は
検
非
違
使
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
。
今
し
方
こ
の
門
の
下

を
通
り
か
ゝ
つ
た
旅
の
者
だ
。
だ
か
ら
お
前
に
縄
を
か
け
て
、
ど
う
し

や
う
と
云
ふ
や
う
な
事
は
な
い
。
唯
、
今
時
分
、
こ
の
門
の
上
で
、
何

を
し
て
居
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
己
に
話
し
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
の
だ
。」

こ
の
検
非
違
使
は
太
刀
帯
と
同
様
に
官
の
権
力
を
持
つ
者
で
あ
り
、【
主

（
生
）】
の
側
に
立
っ
て
〈
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
〉
く
下
人
を
、再
び
【
従
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（
死
）】
の
位
置
に
か
え
す
た
め
に
、
テ
ク
ス
ト
の
中
に
た
っ
た
一
度
だ
け

召
還
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
下
人
が
検
非
違
使
に
〈
縄
を
か
け
〉
ら
れ
て
、
再

び
主
人
／
下
人
と
い
う
絶
対
的
関
係
に
回
帰
す
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
初

出
稿
に
お
け
る
、
下
人
の
そ
の
後
の
物
語
は
、「
下
人
が
自
身
を
規
定
す
る

洛
中
の
構
造
的
制
約
を
、
主
体
性
を
も
っ
て
超
克
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
物

語
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
永
遠
に
反
復
さ
れ
る
主
／
従
の
関
係
を
断

ち
切
る
に
は
、
女
の
よ
う
に
物
理
的
に
死
が
与
え
ら
れ
る
か
、
下
人
の
よ
う

に
検
非
違
使
に
捕
縛
さ
れ
る
と
い
う
共
同
体
的
な
死
を
与
え
ら
れ
た
場
合
の

み
だ
ろ
う
。
反
対
に
、
老
婆
の
よ
う
な
生
者
は
、
生
き
る
た
め
に
、
自
分
よ

り
弱
い
者
を
求
め
て
京
の
街
を
徘
徊
す
る
し
か
な
い
。
仮
に
、
下
人
も
老
婆

と
同
様
に
、
検
非
違
使
以
外
の
強
者
に
よ
っ
て
搾
取
さ
れ
る
者
と
な
り
、
再

び
【
従
（
死
）】
に
回
帰
し
て
い
く
物
語
を
想
定
す
る
と
、
下
人
は
主
／
従

の
関
係
を
反
転
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
下
人
の
（
そ
の

後
の
）
物
語
が
�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

主
人
／
下
人
と
い
う
基
礎
コ
ー
ド
は
、【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
の
プ

ロ
ッ
ト
に
変
奏
さ
れ
、
下
人
・
老
婆
・
女
・
太
刀
帯
（＝

検
非
違
使
）
の
関

係
を
潜
在
的
に
取
り
結
ん
で
い
る
。
初
出
稿
に
お
け
る
〈
下
人
は
、
既
に
、

雨
を
冒
し
て
、
京
都
の
町
へ
強
盗
を
働
き
に
急
ぎ
つ
ゝ
あ
つ
た
。〉
と
い
う

結
び
は
、
下
人
が
検
非
違
使
に
捕
縛
さ
れ
る
／
よ
り
強
い
者
に
搾
取
さ
れ
る

と
い
う
、
二
通
り
の
読
み
の
可
能
性
を
内
包
し
て
い
る
。
前
者
は
完
結
し
た

下
人
の
物
語＝

�
語
り
得
る
も
の
�
を
、
後
者
は
下
人
が
死
ぬ
ま
で
続
い
て

い
く
未
完
の
下
人
の
物
語＝

�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
を
文
学
化
し
て
い
る

の
だ
。

「
羅
生
門
」（
初
出
稿
）
は
、
下
人
／
主
人
の
基
礎
コ
ー
ド
を
定
点
に
、

人
為
を
超
え
た
天
変
地
異
と
い
う
�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
へ
の
遡
行
と
、

下
人
の
【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
関
係
の
半
永
久
的
な
反
復
と
い
う
�
語

り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�
へ
の
展
開
と
い
う
対
称
的
な
ベ
ク
ト
ル
に
そ
っ
て
、
物

語
化
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
周
知
の
通
り
「
羅
生
門
」
の
結
末
の
一
文
は
、『
羅

生
門
』（
阿
蘭
陀
書
房
／
大
正
７
・
７
）
に
収
録
さ
れ
る
さ
い
、〈
下
人
の
行

方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。〉
と
い
う
一
文
に
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
異
同
に
則
っ
て
「
羅
生
門
」
を
読
み
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
だ
が
、
こ
の
異
同
こ
そ
が
、
芥
川
の
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
へ
の
転
回
を

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
羅
生
門
」
で
は
語
り
手
を
兼
ね
た
〈
作
者
〉
が
作
中
に
登
場
し
つ
つ
、

下
人
の
内
面
・
行
動
を
事
細
か
に
描
い
て
い
た
。
だ
が
改
稿
さ
れ
た
結
末
で

は
、
下
人
は
〈
作
者
〉
に
よ
る
物
語
化
に
収
ま
ら
な
い
�
語
り
得
ぬ
も
の
�

と
し
て
、
語
り
の
外
部
に
忽
然
と
姿
を
消
し
て
い
る
。
つ
ま
り
改
稿
で
は
、

初
出
稿
に
見
ら
れ
た
【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
関
係
に
基
づ
く
「
羅
生
門
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
か
ら
、
下
人
が
切
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
〈
作
者
〉
に
よ
る
切
断
は
、
次
の
よ
う
な
読
み
の
可
能
性
を
浮
上
さ
せ
て

い
る
。

初
出
稿
で
は
、羅
生
門
と
い
う
京
の
周
縁
に
ま
で
追
い
や
ら
れ
た
下
人
は
、

結
局
〈
強
盗
を
働
〉
く
た
め
〈
京
都
の
町
〉
と
い
う
中
心
に
か
え
っ
て
い

く
。
こ
の
結
末
に
比
せ
ば
、
改
稿
は
下
人
が
京
の
境
界
に
位
置
す
る
羅
生
門

を
抜
け
て
、〈
洛
中
〉
の
外
に
移
動
し
た
と
い
う
読
み
の
可
能
性
を
内
在
さ

せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。さ
ら
に
、作
中
に
書
か
れ
た〈Sentim

entalism
e

〉

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
が
明
確
に
示
し
て
い
る
と
お
り
、〈
作
者
〉
は
近
代
を

生
き
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
近
代
的
な
価
値
観
を
も
ち
つ
つ
、

平
安
朝
の
物
語
を
書
く
〈
作
者
〉
は
、「
羅
生
門
」
の
登
場
人
物
た
ち
に
対

し
て
、
二
次
的
な
立
場
に
あ
っ
て
、
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
批
評
的
な
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存
在
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
者
で
あ
る
下
人
の

心
情
を
事
細
か
に
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、〈
作
者
〉
が
、

〈
下
人
の
行
方
〉
を
そ
れ
ま
で
ど
お
り
に
は
書
け
な
く
な
る
、
あ
る
い
は
書

か
な
く
な
る
の
は
、
看
過
し
得
な
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

問
題
に
一
つ
の
解
釈
を
与
え
る
た
め
に
、�
語
り
得
ぬ
も
の
�
と
い
う
視
点

を
導
入
し
て
み
た
い
。

「
羅
生
門
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
統
御
し
て
き
た
主
／
従
の
基
礎
コ
ー
ド

に
し
た
が
っ
て
、〈
下
人
の
行
方
〉
が
書
け
な
い
の
だ
と
す
る
と
、〈
洛
中
〉

の
外
部
は
、
俯
瞰
的
な
位
置
に
い
る
〈
作
者
〉
す
ら
も
知
り
得
な
い
複
数
の

コ
ー
ド
が
交
錯
す
る
場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
方
で
、〈
作
者
〉

が
あ
え
て
書
か
な
か
っ
た
の
だ
と
す
る
と
、
改
稿
は
、〈
作
者
〉
の
合
理
的

な
物
語
化
を
超
え
た
も
の
の
存
在
を
読
者
に
示
唆
す
る
た
め
の
、
意
識
的
な

方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
文
学
化
に
原
理
的
に
内
包
さ
れ
た
ア

ポ
リ
ア
で
あ
り
、
書
く
た
び
に
逃
れ
続
け
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
と
も
言
う

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。〈
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。〉
と
い
う
改

稿
は
、
共
同
体
的
〈
洛
中
〉
を
相
対
化
す
る
空
間
的
な
外
部
を
示
す
と
と
も

に
、〈
作
者
〉
が
下
人
を
合
理
的
な
物
語
化
を
超
え
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�

の
、
存
在
を
示
唆
す
る
隠
喩
に
変
質
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

初
出
稿
／
改
稿
の
異
同
を
含
め
る
と
、「
羅
生
門
」
に
は
三
重
の
相
対
化

が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
相
対
的
な
外
部
の
（
再
）
発
見
の
過
程

と
も
言
い
か
え
ら
れ
よ
う
。ま
ず
「
下
人
が
主
体
性
を
獲
得
す
る
成
長
物
語
」

を
基
礎
付
け
て
い
る
、
下
人
と
い
う
個
別
の
存
在
の
主
体
性
は
、〈
洛
中
〉

を
支
配
す
る
主
／
従
の
基
礎
コ
ー
ド
の
結
果
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
（
テ

ク
ス
ト
の
中
心
の
相
対
化＝

�
語
り
得
る
も
の
�）。
そ
し
て
、
登
場
人
物
た

ち
を
関
係
づ
け
る
【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
と
い
う
単
一
の
因
果
関
係
が
、

天
変
地
異
と
い
う
複
数
の
原
因
に
よ
っ
て
崩
さ
れ
る
こ
と
（
テ
ク
ス
ト
内
の

外
部＝

�
語
り
尽
く
せ
ぬ
も
の
�）。
最
後
に
、
改
稿
に
よ
っ
て
「
羅
生
門
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
文
学
化
す
る
〈
作
者
〉
の
限
界
が
前
景
化
さ
れ
る
こ
と

（
テ
ク
ス
ト
に
対
す
る
外
部＝

�
語
り
得
ぬ
も
の
�）。
こ
の
三
重
の
相
対
化

に
は
、
常
に
下
人
が
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
や
は
り
下
人
は

「
羅
生
門
」
に
お
け
る
中
心
を
な
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
下
人
が
「
羅

生
門
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
脱
／
多
中
心
化
す
る
純
粋
な
機
能
と
し
て
読
む

限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
用
語
を
用
い
て
説
明
す
れ
ば
、「
羅

生
門
」
を
コ
ー
ド
化
（
絶
対
的
な
主
／
従
の
関
係
）、
超
コ
ー
ド
化
（
相
対

的
な
【
主
（
生
）
／
従
（
死
）】
関
係
）、脱
コ
ー
ド
化
（
主
／
従
の
相
対
化
）

す
る
多
重
性
に
よ
っ
て
、
下
人
は
「
羅
生
門
」
の
中
心
で
あ
り
続
け
る
の
で

あ
る
。

芥
川
龍
之
介
の
文
学
的
出
発
点
で
あ
る
「
羅
生
門
」
に
は
、〈
作
者
〉
の

統
御
を
超
え
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
に
、
人
間
存
在
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
は
、
芥
川

が
自
死
し
た
昭
和
二
年
の
テ
ク
ス
ト
に
も
見
ら
れ
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
「
或
阿
呆
の
一
生
」
を
介
し
て
確
認
し
て
み
た
い
。

二

芥
川
の
〈
梯
子
〉
／
ニ
ー
チ
ェ
の
〈
梯
子
〉

芥
川
は
「
羅
生
門
」
に
お
い
て
構
造
／
プ
ロ
ッ
ト
を
方
法
と
し
て
用
い
る

こ
と
で
、�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
文
学
化
を
試
み
て
い
た
。だ
が
そ
れ
は
、「
或

阿
呆
の
一
生
」
に
お
い
て
断
章
／
象
徴
と
い
う
方
法
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
冒
頭
の
「
一

時
代
」
と
い
う
名

前
が
つ
け
ら
れ
た
断
章
を
考
察
の
対
象
に
す
え
て
、
芥
川
に
お
け
る
�
語
り
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得
ぬ
も
の
�
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
少
々
長
く
な
る
が
、「
一

時
代
」

全
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

そ
れ
は
或
本
屋
の
二
階
だ
つ
た
。
二
十
歳
の
彼
は
書
棚
に
か
け
た
西

洋
風
の
梯
子
に
登
り
、
新
し
い
本
を
探
し
て
ゐ
た
。
モ
オ
パ
ス
サ
ン
、

ボ
オ
ド
レ
エ
ル
、
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
、
イ
ブ
セ
ン
、
シ
ヨ
オ
、
ト
ル

ス
ト
イ
、
…
…
…

そ
の
う
ち
に
日
の
暮
は
迫
り
出
し
た
。
し
か
し
彼
は
熱
心
に
本
の
背

文
字
を
読
み
つ
づ
け
た
。
そ
こ
に
並
ん
で
ゐ
る
の
は
本
と
い
ふ
よ
り
も

寧
ろ
世
紀
末
そ
れ
自
身
だ
つ
た
。
ニ
イ
チ
エ
、
ヴ
エ
ル
レ
エ
ン
、
ゴ
ン

ク
ウ
ル
兄
弟
、
ダ
ス
タ
エ
フ
ス
キ
イ
、
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
、
フ
ロ
オ
ベ
エ

ル
、
…
…
…

彼
は
薄
暗
が
り
と
戦
ひ
な
が
ら
、
彼
等
の
名
前
を
数
へ
て
行
つ
た
。

が
、
本
は
お
の
ず
か
ら
も
の
憂
い
影
の
中
に
沈
み
は
じ
め
た
。
彼
は
と

う
と
う
根
気
も
尽
き
、
西
洋
風
の
梯
子
を
下
り
よ
う
と
し
た
。
す
る
と

傘
の
な
い
電
灯
が
一
つ
、
丁
度
彼
の
額
の
上
に
突
然
ぽ
か
り
と
火
を
と

も
し
た
。
彼
は
梯
子
の
上
に
佇
ん
だ
ま
ま
、
本
の
間
に
動
い
て
ゐ
る
店

員
や
客
を
見
下
し
た
。
彼
等
は
妙
に
小
さ
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
如
何

に
も
見
す
ぼ
ら
し
か
つ
た
。

「
人
生
は
一
行
の
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
も
若
か
な
い
。」

彼
は
暫
く
梯
子
の
上
か
ら
か
う
云
ふ
彼
等
を
見
渡
し
て
ゐ
た
。

こ
の
、
十
三
行
か
ら
な
る
冒
頭
の
断
章
に
は
、〈
梯
子
〉
が
の
べ
四
回
登

場
す
る
。
そ
れ
ら
は
、〈
彼
〉
の
認
識
上
の
転
回
を
も
た
ら
す
重
要
な
機
能

を
お
び
て
い
る
。

〈
彼
〉
は
〈
新
し
い
本
〉
を
求
め
て
、
本
屋
の
二
階
に
並
ぶ
書
物
の
〈
背

文
字
〉
を
読
み
続
け
て
い
る
。
だ
が
、〈
彼
〉
は
本
を
開
い
て
読
ま
な
い
ば

か
り
か
、
作
品
名
に
も
目
を
配
ら
な
い
。〈
彼
〉
の
眼
に
映
る
の
は
西
欧
の

作
家
名
の
み
で
あ
る
。
一
般
に
固
有
名
と
は
、
説
明
的
叙
述
に
換
言
で
き
な

い
、
そ
の
も
の
自
体
の
個
別
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、

そ
の
内
容
を
完
全
に
説
明
で
き
れ
ば
固
有
名
は
必
要
と
さ
れ
な
い
。
簡
潔
に

言
う
な
ら
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
な
ら
ニ
ー
チ
ェ
と
し
か
名
付
け
得
な
い
個
別
性
が

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
固
有
名
は
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
指
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

〈
彼
〉
に
と
っ
て
、
西
洋
作
家
の
固
有
名
は
、
本
の
作
者
で
あ
る
こ
と
を

保
証
す
る
署
名
で
は
な
く
、
作
者
の
存
在
と
作
者
自
身
を
規
定
し
て
い
る

〈
時
代
〉
に
同
一
化
さ
れ
た
、〈
世
紀
末
そ
れ
自
身
〉
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
羅
生
門
」
で
い
え
ば
、
下
人
が
自
身
を
規
定
し
て
い
る
主
／
従

の
基
礎
コ
ー
ド
を
対
象
化
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。〈
彼
〉
は
、
文
学
そ

の
も
の
を
規
定
し
て
い
る
〈
時
代
〉
に
対
し
て
、
西
洋
の
作
家
た
ち
が
意
識

的
だ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
だ
。〈
時
代
〉
の
産
物
と
し
て
文
学
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
文
学
が
〈
時
代
〉
そ
の
も
の
を
構
造
化
し
て
い
る

こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
個
別
の
文
学
が
、〈
時
代
〉
そ
の
も
の
を
組
み
替

え
て
い
く
可
能
性
と
、〈
世
紀
末
〉
と
い
う
閉
じ
ら
れ
た
価
値
と
と
も
に
忘

れ
去
ら
れ
る
と
い
う
限
界
を
内
に
秘
め
て
い
る
こ
と
。〈
世
紀
末
そ
れ
自
身
〉

と
い
う
表
現
に
は
、
そ
の
よ
う
な
文
学
に
対
す
る
両
義
的
な
認
識
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
。
だ
が
、〈
彼
〉
は
現
実
的
な
〈
薄
暗
が
り
〉
と
心
理
的
な
〈
も

の
憂
い
影
〉
と
い
う
二
重
の
闇
の
中
で
、
そ
れ
ら
固
有
名
を
見
失
っ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
文
字
通
り
西
洋
の
作
家
達
の
名
に
背
を
向
け
る
こ
と
で
、〈
彼
〉

を
規
定
す
る
「
今
―
こ
こ
」
の
風
景
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
灯
り
の
寓
意
性
で
あ
る
。〈
彼
〉
が
〈
本
の

背
文
字
を
読
み
つ
づ
け
〉
ら
れ
た
の
は
、
時
間
的
に
明
る
か
っ
た
か
ら
で
あ
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る
。
つ
ま
り
、
西
洋
の
作
家
名
は
自
然
な
灯
り
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
て
い

た
。
だ
が
、〈
彼
〉
は
〈
薄
暗
が
り
〉
に
よ
っ
て
、
西
欧
の
作
家
の
固
有
名

と
結
び
つ
け
ら
れ
た
〈
も
の
憂
い
影
〉
と
い
う
観
念
的
世
界
か
ら
自
己
を
引

き
戻
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、〈
薄
暗
が
り
〉
に
あ
ら
が
う
よ
う
に
し
て

灯
さ
れ
た
人
工
的
な
〈
電
灯
〉
に
よ
っ
て
、〈
彼
〉
は
梯
子
の
下
に
沈
ん
で

い
た
具
体
的
現
実
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
電
灯
〉
に
よ
っ
て

〈
彼
〉
は
認
識
論
的
転
回
を
果
た
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
転
回
が
〈
梯
子

に
佇
ん
だ
ま
ま
〉
と
い
う
〈
彼
〉
の
位
置
取
り
と
も
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
階
上
の
西
欧
の
作
家
名
／
階
下
の
日
本
の
名

も
無
き
群
衆
と
い
う
、
絶
対
に
交
わ
る
こ
と
の
な
い
二
つ
の
次
元
を
架
橋
し

て
い
る
の
は
、
そ
の
間
に
設
置
さ
れ
た
〈
梯
子
〉
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
か

ら
だ
。
だ
が
、
こ
の
梯
子
は
両
者
を
一
度
に
看
取
す
る
超
越
的
な
場
所
で
は

な
い
。
そ
れ
は
、
見
上
げ
る
／
見
下
ろ
す
と
い
う
物
理
的
な
視
線
の
反
転
を

〈
彼
〉
に
強
い
て
い
る
。〈
彼
〉
が
憧
憬
す
る
西
洋
の
作
家
の
位
置
す
る
文

学
的
な
高
み
か
ら
は
、
低
き
に
蠢
く
日
本
の
名
も
無
き
群
衆
が
軽
蔑
の
対
象

に
な
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
価
値
の
転
倒
が

先
天
的
な
差
異
と
し
て
で
は
な
く
、〈
西
洋
風
の
梯
子
〉
を
巡
る
運
動
の
停

止
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

〈
西
洋
風
の
梯
子
〉
に
【
登
る
↓
降
り
よ
う
と
す
る
↓
佇
立
す（
３
）る】
と
い

う
物
理
的
な
移
動
が
、〈
彼
〉
に
西
洋
の
作
家
名
／
日
本
の
群
衆
の
両
者
を

観
念
的
に
非
親
和
化
さ
せ
る
こ
と
を
う
な
が
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
擬

似
西
洋
的
な
〈
梯
子
〉
と
い
う
場
所
は
、〈
彼
〉
自
身
を
西
洋
の
作
家
名
の

一
群
に
登
記
さ
せ
る
こ
と
も
、
階
下
に
蠢
く
群
衆
の
一
人
に
帰
す
こ
と
も
許

さ
な
い
。
両
者
の
ど
ち
ら
に
も
自
己
を
帰
属
で
き
な
い
〈
彼
〉
は
、
西
洋
の

作
家
に
〈
世
紀
末
〉
を
見
た
と
き
と
同
様
に
、
本
の
間
隙
で
動
き
続
け
る

人
々
を
〈
妙
に
小
さ
か
つ
た
。の
み
な
ら
ず
如
何
に
も
見
す
ぼ
ら
し
か
つ
た
〉

と
主
観
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
だ
が
、〈
西
洋
風
の
梯
子
〉
に
佇
立
し
つ
つ

西
洋
の
作
家
の
高
み
に
い
る
〈
彼
〉
に
比
べ
た
ら
、
本
の
間
を
や
む
こ
と
な

く
動
き
続
け
る
〈
店
員
や
客
〉
の
方
が
文
学
的
だ
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

芥
川
の
描
い
た
〈
梯
子
〉
は
、〈
彼
〉
に
本
・
人
々
を
形
而
上
学
化
さ
せ

る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
も
登
場
し
て
い
る
ニ
ー
チ
ェ

の
描
い
た
〈
梯
子
〉
は
、芥
川
の
そ
れ
よ
り
も
文
学
的
か
つ
批
評
的
で
あ
る
。

「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
発
表
よ
り
十
年
程
前
に
翻
訳
さ
れ
た
、「
人
間
的
な

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

余
り
に
人
間
的（
４
）な」
の
中
に
あ
る
「
二
十

二
三
段
ば
か
り
あ
と
へ
」
と
い

う
断
章
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
〈
梯
子
〉
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

二
三
段
ば
か
り
あ
と
へ
遡
つ
て
行
く
と
こ
ろ
の
、
ま
だ
ま
だ
僅
か
の

人
を
見
る
。
人
は
梯
子
の
最
終
の
段
を
越
え
て
む
か
う
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
上
に
立
た
う
と
思
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
最

も
啓
蒙
さ
れ
た
る
人
々
は
た
だ
形
而
上
学
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
優
越

感
を
以
て
そ
れ
を
回
顧
す
る
限
り
に
於
て
の
み
成
功
す
る
。
そ
し
て
こ

こ
で
も
ま
た
競
馬
場
に
於
け
る
が
如
く
、
進
路
の
端
を
廻
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

ま
る
で
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
お
け
る
〈
彼
〉
に
宛
て
て
書
か
れ
た
ア

フ
ォ
リ
ズ
ム＝

批
評
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
言
に
し
た
が

え
ば
、〈
彼
〉
は
西
欧
の
作
家
達
に
、
ニ
ー
チ
ェ
と
い
う
固
有
名
以
上
の
〈
世

紀
末
そ
れ
自
身
〉
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。〈
彼
〉
は
階
下
の
人
間

た
ち
を
〈
優
越
感
を
以
て
そ
れ
を
回
顧
〉
し
、
一
方
的
に
主
観
化
し
て
い
る

点
で
、〈
形
而
上
学
か
ら
自
ら
を
解
放
〉
す
る
こ
と
す
ら
で
き
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
こ
で
〈
彼
〉
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
形
而
上
学
〉
の
中
に
自
ら
の
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存
在
を
留
め
る
こ
と
を
志
向
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

〈
梯
子
〉
と
い
う
仲
立
ち
に
安
ら
う
こ
と
を
禁
じ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
自
ら

の
意
志
で
〈
梯
子
〉
を
降
り
、
元
の
場
所
に
戻
る
こ
と
を
反
復
し
続
け
る
こ

と
が
必
要
だ
と
説
い
た
。「
羅
生
門
」
に
お
い
て
、
下
人
は
自
ら
の
意
志
で

〈
梯
子
〉
を
登
り
、
生
き
る
た
め
に
〈
梯
子
〉
を
降
り
て
い
っ
た
が
、
自
身

を
規
定
し
て
い
た
構
造
的
な
死
か
ら
は
結
局
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
先

に
論
じ
た
通
り
で
あ
る
。
主
体
的
に
選
り
抜
い
た
は
ず
の
行
為
が
、
意
識
を

超
越
し
た
不
透
過
な
構
造
の
効
果
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
文
学
の
出
発
点
に

お
い
て
既
に
確
認
し
て
い
た
芥
川
に
と
っ
て
、
再
び
〈
梯
子
〉
を
そ
の
足
で

降
り
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
「
死
」

を
生
き
る
と
い
う
逆
説
に
こ
そ
、
文
学
の
可
能
性
が
賭
け
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
か
っ
た
か
。
ゆ
え
に
、
み
す
ぼ
ら
し
さ
に
耐
え
つ
つ
〈
本
の
間
に
動
い

て
ゐ
る
店
員
や
客
〉
の
方
が
、文
学
的
逆
説
を
生
き
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

「
羅
生
門
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
／
プ
ロ
ッ
ト
の
外
部
と
し
て
示
さ

れ
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
は
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
で
は
〈
梯
子
〉
と
い
う

事
物
に
象
徴
化
さ
れ
文
学
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
つ
な
ぐ
因
果
関
係
と
し
て
の
プ
ロ
ッ
ト
を
欠
い
た
、
断
章
と
い
う
形
式
と

不
可
分
で
あ
る
。「
一

時
代
」
と
い
う
断
章
に
は
、
な
ぜ
〈
彼
〉
が
西
洋

の
作
家
に
〈
世
紀
末
そ
れ
自
身
〉
を
見
出
し
、〈
店
員
や
客
〉
に
み
す
ぼ
ら

し
さ
を
見
出
し
た
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
私
は
〈
梯
子
〉
に
求

め
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
必
然
的
な
因
果
関
係
と
は
言
え
な
い
。〈
梯
子
〉
に

何
が
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
か
は
、個
別
の
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

つ
ま
り
、〈
下
人
の
行
方
は
、
誰
も
知
ら
な
い
。〉
と
い
う
一
文
に
よ
っ
て
、

「
羅
生
門
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
／
プ
ロ
ッ
ト
の
外
部
に
指
示
さ
れ
た

�
語
り
得
ぬ
も
の
�
は
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
で
は
、
複
数
の
読
者
と
い
う

外
部
に
曝
さ
れ
る
こ
と
で
文
学
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
は
、語
り
手
・

〈
作
者
〉
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
に
仮
構
さ
れ
た
主
体
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
を
統
御
す
る
生
身
の
芥
川
龍
之
介
の
意
識
を
超
え
た
も
の
と
し

て
、�
語
り
得
ぬ
も
の
�
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
羅
生
門
」
で
は
目
的
に
定
め

ら
れ
て
い
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
は
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
お
い
て
手
段

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
転
倒
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

〈
梯
子
〉
は
、
芥
川
に
よ
っ
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
読
者
に

よ
っ
て
幾
重
に
も
意
味
を
折
り
畳
ま
れ
て
象
徴
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
別
言

す
れ
ば
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
お
け
る
〈
梯
子
〉
は
、
た
だ
の
〈
梯
子
〉

で
し
か
な
い
。

「
或
阿
呆
の
一
生
」
で
は
、〈
彼
〉・〈
店
員
や
客
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

登
場
人
物
に
は
固
有
名
が
な
い
。
一
方
で
、〈
彼
〉
の
発
話
や
心
中
思
惟
に

は
固
有
名
が
登
場
し
て
い
る
。「
今
―
こ
こ
」
に
存
在
す
る
人
間
に
で
は
な

く
、
本
の
背
表
紙
や
絵
画
と
い
っ
た
複
製＝

再
現
前
に
固
有
名
が
現
れ
る
と

こ
ろ
に
、
具
体
的
現
実
が
交
換
可
能
な
任
意
の
人
間
の
集
合
で
し
か
な
く
、

理
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
芸
術＝

虚
構
に
こ
そ
個
別
性
が
あ
る
と
い
う
転

倒
し
た
認
識
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
先
に
ふ
れ
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の

文
学
化
に
対
す
る
、
手
段
／
目
的
を
め
ぐ
る
転
倒
も
ふ
ま
え
れ
ば
、
芥
川
の

文
学
の
特
徴
の
一
つ
に
、
逆
説
性
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

私
は
こ
れ
ま
で
芥
川
の
逆
説
を
、
文
学
的
可
能
性
と
し
て
論
じ
て
き
た
。

だ
が
、
次
章
で
は
こ
の
逆
説
を
、
文
学
的
限
界
と
し
て
見
る
視
座
か
ら
、
批

判
的
に
考
え
て
み
た
い
。
取
り
上
げ
る
テ
ク
ス
ト
は
小
林
秀
雄
の
二
つ
の
批

評
で
あ
る
。
一
つ
は
、
芥
川
龍
之
介
に
対
す
る
も
っ
と
も
優
れ
た
批
評
と
思

わ
れ
る
、「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」（『
大
調
和
』
昭
和
２
・
９
）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
と
て
も
難
渋
な
批
評
で
あ
る
「「
悪
の
華
」
一
面
」
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（『
仏
蘭
西
文
学
研
究
』
昭
和
２
・
１１
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
批
評
を
検

討
す
る
理
由
は
、
両
者
と
も
に
、
芥
川
の
自
死
し
た
昭
和
二
年
に
書
か
れ
て

い
る
こ
と
と
、
芥
川
に
お
け
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
の
�
問
題
を
取
り
扱
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

三

芥
川
龍
之
介
／
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
は
、
芥
川
の
作
家
と
し
て
の
個
性
が
、

〈
人
格
と
な
る
事
を
止
め
て
一
つ
の
現
象
と
な
つ
た
〉
こ
と
を
批
判
し
た
文

章
で
あ
る
。
だ
が
、
同
年
の
『
改
造
』
の
懸
賞
文
芸
評
論
に
、
芥
川
の
死
を

物
語
化
し
て
み
せ
た
宮
本
顕
治
の
「
敗
北
の
文
学
」（『
改
造
』
昭
和
２
・
８
）

が
一
等
当
選
し
て
い
る
事
実
―
次
点
は
物
語
的
な
文
壇
に
対
す
る
批
評
を
展

開
し
た
小
林
の
「
様
々
な
る
意
匠
」（『
改
造
』
昭
和
４
・
９
初
出
）
で
あ
る

―
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
芥
川
の
自
殺
と
い
う
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ

ン
グ
を
、
芸
術
／
階
級
を
め
ぐ
る
敗
北
の
物
語
に
還
元
し
て
み
せ
た
宮
本
の

評
論
は
、
同
時
代
読
者
の
欲
望
す
る
芥
川
の
物
語
で
あ
っ
た
と
と
も
に
、
篠

崎
の
指
摘
し
た
芥
川
研
究
の
「
文
法
」
の
嚆
矢
と
も
な
っ
て
い
る
。

小
林
は
「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
の
中
で
、芸
術
の
本
義
が
〈「
見

る
」〉
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
芸
術
家
の
普
遍
的
方
法
を
次
の
よ
う
に

語
る
。

恐
ら
く
あ
ら
ゆ
る
最
上
芸
術
家
は
皆
そ
の
生
涯
を
逆
説
的
測
鉛
で
始

め
る
の
だ
が
、
こ
の
最
後
の
算
術
的
差
を
如
何
に
し
て
獲
得
せ
ん
か
と

マ

マ

マ

マ

い
ふ
事
が
、
彼
等
の
窮
畢
の
問
題
と
な
る
だ
の
、
否
最
初
の
問
題
と
な

マ

マ
の
る
だ
。
早
や
何
物
も
滅
す
る
こ
と
事
が
不
可
能
と
な
つ
た
時
、
彼
等

は
何
物
か
を
附
加
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
算
術
的
差
を
そ
の
ま

ま
一
つ
の
逆
説
と
変
ず
る
事
が
、彼
等
全
身
の
要
求
と
な
る
の
で
あ
る
。

芸
術
家
の
〈「
見
る
」〉
対
象
か
ら
、
合
理
的
認
識
に
還
元
で
き
る
も
の
を

引
い
て
い
く
と
〈
必
ず
剰
余
が
残
〉
る
。
こ
の
〈
剰
余
〉
が
〈
逆
説
そ
の
も

の
〉
で
あ
る
が
、
小
林
は
〈
逆
説
そ
の
も
の
の
〉
と
〈
逆
説
的
表
現
〉
と
峻

別
し
、前
者
を
〈
最
後
の
算
術
的
差
を
獲
得
し
た
瞬
間
の
一
真
実
の
現
実
性
〉

と
定
義
し
て
い
る
。
小
林
は
〈
逆
説
的
測
鉛
〉
を
芥
川
に
も
認
め
て
い
る
も

の
の
、〈
芥
川
氏
は
決
し
て
逆
説
家
で
は
な
い
の
で
あ
る
。〉
と
批
判
し
て
い

る
。
そ
の
理
由
は
、
芥
川
が
引
き
算
を
徹
底
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
芸
術
的

対
象
を
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
／
メ
タ
に
合
理
的
に
分
類
し
尽
く
し
、〈
現
実
を
あ

ら
ゆ
る
舞
台
と
舞
台
裏
と
に
解
析
〉
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芥
川
は

〈
逆
説
的
表
現
〉
を
書
い
た
〈
畢
に
逆
説
と
い
ふ
も
の
を
了
解
し
な
か
つ
た

逆
説
家
な
の
で
あ
る
〉。

芥
川
は
鋭
敏
な
知
性
に
よ
っ
て
意
識
の
裡
に
整
序
化
さ
れ
た
、
割
り
切
れ

る
も
の
と
割
り
切
れ
な
い
も
の
を
間
断
な
く
書
い
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
表

れ
さ
れ
た
逆
説
は
、〈
剰
余
〉
と
の
内
的
必
然
性
を
欠
い
た
飛
躍
と
し
て
現

れ
る
。
小
林
は
、
合
理
的
認
識
の
閾
の
外
部
に
あ
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
�＝

〈
剰
余
〉
を
、
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
書
い
て
し
ま
う
芥
川
か
ら
、〈
彼
に
と

つ
て
人
生
と
は
彼
の
神
経
の
函
数
と
し
て
の
み
存
在
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
人

生
を
自
身
の
神
経
を
も
つ
て
微
分
し
た
の
で
あ
る
。〉
と
い
う
方
法
を
剔
抉

し
て
い
る
。
小
林
か
ら
す
れ
ば
、
芥
川
は
〈「
見
る
」〉
こ
と
の
放
棄
と
引
き

か
え
に
、
文
学
に
内
包
さ
れ
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
意
識
的
に
創
出
し
て

い
る
作
家
に
過
ぎ
な
い
。
小
林
は
こ
の
芥
川
の
錯
視
を
次
の
よ
う
に
批
判
す

る
。

彼
に
と
っ
て
自
然
が
美
神
と
な
り
、
理
論
が
宿
命
と
な
る
代
り
に
、

彼
に
は
、
人
生
を
最
も
切
実
に
生
き
る
が
恒
久
の
実
質
の
な
い
も
の
に
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見
え
た
散
文
が
彼
の
宿
命
と
見
え
、
人
生
を
切
実
に
活
き
な
い
が
最
も

命
の
永
い
実
質
を
有
す
る
も
の
と
見
え
た
抒
情
詩
が
彼
の
美
神
に
見
え

た
の
で
あ
る
。

〈
人
生
を
最
も
切
実
に
生
き
〉
つ
つ
〈
命
の
永
い
実
質
を
有
す
る
〉
は
ず

の
芸
術
は
、
人
間
に
対
す
る
外
部
と
し
て
の
〈
自
然
〉
と
、
人
間
の
内
部
と

し
て
の
〈
理
論
〉
と
の
必
然
的
関
係
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
。と
す
る
な
ら
ば
、

〈
叙
情
詩
〉
へ
の
憧
憬
を
内
に
秘
め
つ
つ
〈
散
文
〉
を
叙
し
た
芥
川
に
、
小

林
が
〈
美
神
の
影
を
追
ひ
宿
命
の
影
を
追
つ
て
彷
徨
し
た
〉
姿
を
見
る
の
も

ゆ
え
な
き
こ
と
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
芥
川
が
常
に
芸
術
の
〈
影
〉

を
追
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
以
上
、
小
林
に
は
〈
自
然
〉
と

〈
理
論
〉
と
の
内
的
必
然
性
を
そ
の
身
に
負
っ
て
い
た
芸
術
家
の
姿
が
念
頭

に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
極
め
て
難
解
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
名
高

い
「「
悪
の
華
」
一
面
」（『
仏
蘭
西
文
学
研
究
』
昭
和
２
・
１１
）
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
あ
る
。

芥
川
は
「
或
旧
友
に
送
る
手
記
」（『
改
造
』
昭
和
２
・
９
）
の
中
で
、〈
自

然
の
美
し
い
の
は
、僕
の
末
期
の
目
に
映
る
か
ら
で
あ
る
〉
と
書
い
て
い
る
。

観
念
的
な
死
か
ら
〈
自
然
〉
を
眺
め
る
こ
と
で
、〈
自
然
が
美
神
〉
に
な
っ

た
芥
川
に
対
し
て
、ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
自
然
を
〈「
見
る
」〉
芸
術
家
だ
っ
た
。

小
林
は
「
自
ら
を
処
刑
す
る
者
」
と
題
さ
れ
た
詩
を
引
用
し
つ
つ
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
に
絶
望
的
な
逆
説
を
生
き
た
詩
人
の
姿
を
見
て
い
る
。

由
来
こ
の
「
自
ら
を
処
刑
す
る
者
」
は
人
生
の
劇
に
於
て
単
な
る
俳
優

と
な
る
事
を
肯
じ
な
い
。
そ
こ
で
俳
優
と
な
り
同
時
に
観
客
と
な
る
処

の
衰
弱
の
一
形
式
を
と
る
。
然
し
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
の
迅
速
な
吸
血
鬼
の

夢
は
か
ゝ
る
道
化
を
拒
非
し
た
。
彼
の
自
意
識
は
一
つ
の
聖
殿
と
化
し

て
彳
立
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
そ
の
前
に
蒼
め
た
。

小
林
が
芥
川
に
つ
い
て
〈
幸
か
不
幸
か
彼
の
夢
は
充
分
に
迅
速
で
は
な
か

つ
た
の
で
あ
る
〉（「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」）
と
書
い
た
こ
と
と
実

に
対
照
的
で
あ
る
。〈
迅
速
〉
で
は
な
い
〈
夢
〉
と
は
、
書
き
手
が
見
て
い

る
対
象
に
主
観
的
な
〈
逆
説
的
表
現
〉
を
付
与
す
る
隙
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
〈
迅
速
〉
な
〈
夢
〉
と
は
、

対
象
に
合
理
的
な
因
果
性
を
見
出
す
よ
り
も
早
く
、
そ
の
対
象
が
自
己
の
存

在
に
構
造
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
が
〈
逆
説
そ
の

も
の
〉
と
な
る
。
芥
川
は
対
象
に
潜
む
間
隙
を
物
語
化
し
た
が
、
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
は
対
象
の
間
隙
を
自
己
の
存
在
で
満
た
し
た
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
が
意
識
的
な
〈
逆
説
的
表
現
〉
に
終

始
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
的
イ
ズ
ム
を

超
え
て
、
裸
形
の
自
然
と
裸
形
の
芸
術
家
と
が
、
無
媒
介
的
に
交
渉
す
る
よ

う
な
次
元
で
あ
る
。青
ざ
め
た
存
在
を
詩
的
に
歌
う
の
で
は
な
く
、詩
に
よ
っ

て
そ
の
全
て
の
存
在
が
青
ざ
め
る
こ
と
。
小
林
の
難
解
な
言
い
回
し
に
よ
っ

て
と
ら
え
ら
れ
た
こ
の
転
倒
は
、
人
間
と
芸
術
と
が
内
的
必
然
性
に
あ
る
こ

と
の
謂
い
と
な
っ
て
い
る
。
芥
川
の
よ
う
な
〈
神
経
の
飛
躍
〉
で
は
な
く
、

身
体
／
理
性
／
自
然
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
世
界
に
〈
彳
立
〉
す
る
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
に
こ
そ
芸
術
は
賭
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

小
林
の
目
に
映
る
芥
川
は
、〈
現
実
を
あ
ら
ゆ
る
舞
台
と
舞
台
裏
と
に
解

析
し
よ
う
と
す
る
〉
理
知
主
義
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、〈
人
生
の

劇
に
於
て
同
時
に
俳
優
た
り
観
客
た
る
こ
と
は
ボ
オ
ド
レ
エ
ル
に
と
つ
て

か
ゝ
る
オ
オ
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
の
最
も
精
妙
な
形
式
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
そ
こ

で
彼
は
自
意
識
を
自
意
識
し
た
。
人
々
の
生
き
る
事
が
彼
に
は
死
ぬ
事
で
あ

つ
た
所
以
で
あ
る
。〉
と
い
う
小
林
の
言
葉
に
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
徹
底
化

さ
れ
た
懐
疑
を
遂
行
す
る
芸
術
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
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る
。
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
・
レ
ベ
ル
に
立
つ
〈
俳
優
〉
と
メ
タ
・
レ
ベ
ル
に
坐
す

〈
観
客
〉
と
い
う
異
な
る
次
元
を
、止
揚
す
る
こ
と
な
く
〈
逆
説
そ
の
も
の
〉

と
し
て
生
き
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
、〈「
見
る
」〉
と
い
う
態
度
で
あ

る
。
こ
の
〈
逆
説
そ
の
も
の
〉
と
〈「
見
る
」〉
こ
と
の
必
然
性
を
、
小
林
は

「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

マ
マ

あ
る
が
儘
に
見
る
と
は
芸
術
家
は
最
後
に
は
対
象
を
望
ら
し
い
忘
我
の

謙
譲
を
も
つ
て
見
る
と
い
ふ
事
に
他
な
ら
な
い
。
作
品
の
有
す
る
現
実

性
と
は
か
ゝ
る
瞬
間
に
於
け
る
情
熱
の
移
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〈「
見
る
」〉
こ
と
が
〈
忘
我
の
謙
譲
を
も
つ
て
見
る
〉
こ
と
で
あ
る
以

上
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
す
る
〈
自
意
識
を
自
意
識
し
た
〉（「「
悪
の
華
」

一
面
」）
と
い
う
評
言
が
、
主
体
の
強
い
自
意
識
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
芥
川
が
軽
や
か
に
析
出
し
て
見
せ
る
〈
舞
台
裏
〉

に
回
収
さ
れ
な
い
〈
余
剰
〉
は
、〈
忘
我
の
謙
譲
を
も
つ
て
見
る
〉
こ
と
し

か
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
容
易
に
対
象
化
し
得
る
自
意
識
は
自
意
識

と
は
言
え
な
い
。
存
在
に
意
味
を
幾
重
に
も
折
り
畳
ん
で
い
く
自
意
識
を
、

徹
底
的
に
吟
味
す
る
こ
と
。
こ
の
態
度
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
い
う
詩
人
を
真

に
芸
術
的
に
さ
せ
る
の
だ
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
対
す
る
、〈「
見
る
」〉・〈
余
剰
〉・〈
逆
説
そ
の
も
の
の
〉・

〈
彳
立
〉・〈
忘
我
の
謙
譲
〉・〈
自
意
識
を
自
意
識
し
た
〉
と
い
っ
た
批
評
的

言
説
は
、
小
林
に
お
け
る
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
意
味
す
る
〈
永
遠
の
Ｘ
〉

に
収
斂
し
て
い
く
。
小
林
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

由
来
考
え
る
と
い
ふ
事
は
生
命
へ
の
反
逆
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
が

思
索
家
の
無
意
識
の
裡
に
あ
つ
て
彼
の
思
索
に
初
動
を
与
へ
て
了
ふ
。

彼
は
Ｘ
を
敢
然
と
死
物
と
な
し
生
命
を
求
め
て
上
昇
す
る
が
自
然
は
復

讐
と
し
て
或
は
恩
恵
と
し
て
最
後
の
獲
得
で
あ
る
実
在
と
い
ふ
死
を
与

へ
る
。
詩
人
に
あ
つ
て
は
美
神
の
裡
に
住
ん
だ
彼
の
追
憶
が
Ｘ
を
死
物

と
す
る
事
を
許
さ
な
い
。
彼
は
考
へ
る
事
で
生
命
を
殺
し
つ
ゝ
、
死
を

求
め
て
沈
下
す
る
が
自
然
は
復
讐
と
し
て
は
或
は
恩
恵
と
し
て
最
後
の

獲
得
で
あ
る
虚
無
と
い
ふ
生
を
与
へ
る
。

詩
人
は
〈
永
遠
の
Ｘ
〉＝

�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
前
に
、
た
ん
に
沈
黙
す

る
こ
と
を
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
た
ん
に
文
学
化
し
て
も
な

ら
な
い
。
こ
の
逆
説
に
積
極
的
に
耐
え
忍
ぶ
過
程
が
〈「
見
る
」〉
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
人
は
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
身
体
化
す
る
の
で
あ

る
。
詩
人
の
生
と
は
、〈
自
然
〉
が
自
身
に
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
と
不
可
分

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
充
実
し
た
主
体
性
も
洗
練
さ
れ
た
客
体
性
も
持
た

な
い
〈
虚
無
〉
で
し
か
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
詩
（
人
）
の
う
ち
に
言
語
化

不
可
能
な
〈
虚
無
〉
が
あ
る
か
い
な
か
が
、〈
自
然
〉
が
自
己
存
在
に
構
造

化
さ
れ
て
い
る
か
を
見
極
め
る
指
標
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
林
は
こ

の
身
体
化
さ
れ
た
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
が
自
ず
か
ら
象
徴
化
さ
れ
た
も
の
が

詩
で
あ
る
と
書
く
が
、
そ
れ
は
芥
川
の
よ
う
な
意
識
的
な
発
見＝

創
出
と
は

全
く
次
元
が
異
な
っ
て
い
る
。

彼
（
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
に
と
つ
て
考
へ
る
と
い
ふ

事
は
全
意
識
の
自
ら
な
る
発
展
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
夢
で
は
あ
ら
ゆ

る
因
果
反
応
は
消
失
し
て
全
反
応
の
恐
ろ
し
く
神
速
な
交
代
が
殆
ど
不

動
と
も
見
え
る
流
れ
を
作
る
。
眼
前
に
現
は
れ
た
Ｘ
と
い
ふ
自
然
は
そ

の
ま
ゝ
忽
ち
魂
の
体
系
中
に
移
入
さ
れ
る
。
彼
は
彼
の
魂
が
持
つ
だ
け

の
大
き
さ
の
自
然
と
い
ふ
象
徴
を
も
つ
。

芥
川
は
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
意
識
的
に
文
学
化
し
た
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー

ル
は
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
身
体
化
し
た
詩
人
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、�
語

り
得
ぬ
�〈
永
遠
の
Ｘ
〉
を
死
に
限
り
な
く
近
い
〈
虚
無
〉
と
し
て
生
き
る
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こ
と
な
の
だ
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
は
、〈
永
遠
の
Ｘ
〉
が
無
意
識
的
な
象

徴
化
を
う
け
る
ま
で
、
逆
説
を
生
き
た
証
左
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
は
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
中
に
ニ
ー
チ
ェ
の
名
が
あ
っ
た
の
は

偶
然
で
は
な
い
。
私
は
前
章
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
〈
競
馬
場
に
於
け
る
が
如
く
、

進
路
の
端
を
廻
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。〉
と
い
う
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
根
拠

に
、〈
梯
子
〉
に
〈
佇
立
〉
す
る
〈
彼
〉
よ
り
も
、〈
動
い
て
ゐ
る
店
員
や
客
〉

の
方
が
、
文
学
的
逆
説
を
生
き
て
い
る
と
書
い
た
。
そ
れ
は
、
小
林
が
析
出

し
て
み
せ
た
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
�
語
り
得
ぬ
も
の
�
の
身
体
化
を
、〈
店

員
や
客
〉
に
見
て
い
た
か
ら
で
あ（
５
）る。

「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
／
「「
悪
の
華
」
一
面
」
と
い
う
二
つ

の
批
評
は
、
小
林
自
身
の
飽
く
な
き
懐
疑
に
よ
っ
て
、
人
間
／
詩
／
芸
術
と

い
っ
た
様
々
な
理
知
の
装
い
が
剥
が
れ
た
場
所
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
し

て
両
者
と
も
、
文
学
の
根
源
で
あ
り
な
が
ら
文
学
化
の
彼
岸
に
位
置
す
る

〈
永
遠
の
Ｘ
〉＝

�
語
り
得
ぬ
も
の
�
を
問
題
に
し
て
い
る
。
だ
が
、〈
永

遠
の
Ｘ
〉
を
意
識
的
に
創
出
し
た
芥
川
は
批
判
さ
れ
、〈
永
遠
の
Ｘ
〉
を
存

在
論
的
な
次
元
で
生
き
た
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
芸
術
家
の
姿
を
認
め
る
点
で
差

異
化
さ
れ
て
い
る
。主
体
と
客
体
の
距
離
が
消
失
す
る
ま
で
徹
底
的
に
〈「
見

る
」〉
者
。
因
果
関
係
が
問
え
な
い
不
透
過
な
構
造
と
し
て
の
〈
自
然
〉
に

立
ち
会
う
者
。
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
を
執
拗
に
拒
み
つ
つ
も
、
詩
に
必

然
的
に
象
徴
化
さ
れ
る
〈
自
然
〉
を
生
き
る
者
。
こ
れ
ら
が
、
小
林
秀
雄
が

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
見
出
し
た
芸
術
家
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。

「
芥
川
の
死
」
と
い
う
あ
ま
り
に
文
学
的
な
物
語
に
い
ち
早
く
反
応
し
て

書
か
れ
た
「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
は
、
芥
川＝

芸
術
と
い
う
「
文

法
」
の
い
か
が
わ
し
さ
を
撃
ち
、
つ
い
に
芸
術
家
た
り
得
な
か
っ
た
芥
川
の

テ
ク
ス
ト
の
文
学
的
強
度
の
脆
弱
さ
を
正
確
に
批
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
芥
川
の
弱
さ
に
反
照
す
る
形
で
、「「
悪
の
華
」
一
面
」
は
、
詩
に
痛
ま

し
く
も
鮮
や
か
に
刻
み
込
ま
れ
た
、
芸
術
家
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
姿
を
批
評
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
が
主
観
化
さ
れ
た
〈
逆
説
的
表
現
〉

で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
は
他
者
性
を
も
っ
た
〈
逆

説
そ
の
も
の
〉
で
あ
っ
た
。
こ
の
対
称
性
は
、「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿

命
」
／
「「
悪
の
華
」
一
面
」
と
い
う
二
つ
の
批
評
が
、〈
永
遠
の
Ｘ
〉＝

�
語
り
得
ぬ
も
の
�
に
架
橋
さ
れ
た
、
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
な
対
の
関
係
を
成

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。本
論
の
目
的
に
そ
っ
て
言
い
換
え
れ
ば
、

「
芥
川
龍
之
介
の
美
神
と
宿
命
」
は
「「
悪
の
華
」
一
面
」
を
理
論
的
根
拠

と
し
て
、「
芥
川
の
死
」
と
い
う
物
語
を
駆
動
す
る
芥
川＝

芸
術
と
い
う
定

式
の
欺
瞞
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
篠
崎
が
指
摘
し
た
「「
芥
川
研
究
」
と

い
う
文
法
」
の
危
う
さ
は
、
実
に
芥
川
の
死
後
二
ヶ
月
の
時
点
で
回
避
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。

結
語

〈
永
遠
の
Ｘ
〉
か
ら
〈
詩
的
精
神
〉
へ

逆
説
を
生
き
た
詩
人
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
比
し
て
、
逆
説
を
弄
し
た
芥
川
龍

之
介
を
批
判
し
た
小
林
の
一
対
の
批
評
は
、
芥
川
の
文
学
的
限
界
を
鮮
や
か

に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
芥
川
が
理
性
の
内
部
に
、
相
対
的
な

外
部
と
し
て
の
自
然
を
仮
構
す
る
こ
と
で
、
理
性
の
〈
剰
余
〉
と
し
て
の

〈
自
然
〉
が
自
己
の
存
在
に
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
の
拒
絶
に
対
す
る
批
判
と

し
て
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
限
界
を
、
後
続
す
る
批
評
・
研
究
は
、
芥

川＝

芸
術
と
い
う
虚
構
に
よ
っ
て
一
元
的
に
補
填
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
私
は
小
林
の
抽
出
し
た
限
界
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
芥
川
龍
之
介
の
文

学
的
な
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
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〈
Ｘ
〉
と
い
う
変
数
は
、
福
士
幸
次
郎
と
川
路
柳
虹
同
時
代
の
詩
作
に
関

す
る
方
法
論
の
言
説
に
、
数
学
的
客
観
性
の
問
題
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。
そ

し
て
こ
の
詩
を
め
ぐ
る
〈
Ｘ
〉
と
い
う
問
題
は
、
晩
年
の
芥
川
の
批
評
的
言

説
の
核
と
な
っ
て
い
た
、〈
詩
的
精
神
〉
と
い
う
言
葉
に
接
続
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
こ
に
、
小
林
の
析
出
し
た
芥
川
の
限
界
を
、
可
能
性
へ
と
転
じ

る
視
座
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
詩
を
め
ぐ
る
問
題
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
こ

と
に
し
た
い
。

注

（
１
）
篠
崎
美
生
子
「「
芥
川
研
究
」
の
文
法
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
〇
・

十
一
）

（
２
）
「
或
旧
友
に
送
る
手
記
」（『
改
造
』
昭
和
２
年
１０
）。

（
３
）
〈
佇
立
す
る
〉
と
い
う
言
葉
は
東
郷
克
美
の
「
佇
立
す
る
芥
川
龍
之

介
」（『
佇
立
す
る
芥
川
龍
之
介
』
双
文
社
／
二
〇
〇
六
・
十
二
）
に

拠
っ
て
い
る
。
同
論
文
に
〈
芥
川
の
作
品
に
は
、
主
人
公
が
矛
盾
や
絶

望
の
中
で
、
あ
る
い
は
幻
滅
や
寂
寥
の
う
ち
に
「
佇
む
」
イ
メ
ー
ジ
で

終
わ
る
も
の
が
目
立
つ
。〉
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
４
）
生
田
長
江
訳
『
ニ
イ
チ
エ
全
集
（
１
）

人
間
的
な
余
り
に
人
間
的

な
（
上
）』（
新
潮
社
／
大
正
５
・
１０
）

（
５
）
小
林
も
ま
た
、
こ
の
ニ
ー
チ
ェ
的
な
反
復
の
重
要
性
を
、〈
人
間
は

同
じ
円
周
を
如
何
の
位
廻
ら
ね
ば
ら
ば
い
の
か
！
〉（「
芥
川
龍
之
介
の

美
神
と
宿
命
」）
と
い
う
苛
立
ち
と
と
も
に
記
し
て
い
る
。

＊
芥
川
の
作
品
の
引
用
は
基
本
的
に
初
出
誌
に
拠
っ
て
い
る
。
旧
字
は
新
字

に
改
め
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
ま
た
、
引
用
文
の
傍
点
は
本
文
、
傍

線
は
論
者
に
よ
る
。
理
論
・
論
文
は
通
時
的
な
観
点
か
ら
西
暦
で
、
同
時

代
言
説
は
共
時
的
な
観
点
か
ら
元
号
で
表
記
し
て
あ
る
。

（
て
ん
ま
な
お
ひ
と

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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