
「
論
理
」
を
構
築
す
る
論
理

―
―
横
溝
正
史
「
本
陣
殺
人
事
件
」
論

栗

田

卓

一

横
溝
テ
ク
ス
ト
と
〈
戦
後
性
〉
お
よ
び
本
稿
の
射
程

横
溝
正
史
「
本
陣
殺
人
事
件
」
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七
年
、
探
偵

小
説
雑
誌
「
宝
石
」
の
創
刊
号
か
ら
八
号
に
か
け
て
の
誌
上
連
載
で
あ
っ

た
。
江
戸
川
乱
歩
に
「
こ
れ
は
戦
後
最
初
の
推
理
長
篇
小
説
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、横
溝
君
と
し
て
も
処
女
作
以
来
は
じ
め
て
の
純
推
理
も
の
で
あ
り
、

又
日
本
探
偵
小
説
界
で
も
二
三
の
例
外
的
作
品
を
除
い
て
、
殆
ど
最
初
の
英

米
風
論
理
的
小
説
で
あ（

１
）る」
と
評
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
書
籍
化
さ
れ
単

行
本
が
実
質
的
に
流
通
し
た
の
は
一
九
四
八
年
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
横

溝
は
、本
作
の
「
あ
と
が
き
」
で
次
の
よ
う
に
創
作
の
意
図
を
語
っ
て
い（

２
）る。

即
ち
私
に
と
っ
て
は
終
戦
後
の
長
篇
第
一
作
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま

た
、
終
戦
後
、
出
来
る
だ
け
論
理
的
な
本
格
探
偵
小
説
を
書
い
て
い
き

た
い
と
考
え
る
私
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
最
初
の
試
験
的
な
作
品
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
一
作
は
、
私
に
と
っ
て
生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
出

来
な
い
小
説
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
、
こ
の
二
つ
の
作
品
へ
の
評
価
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
共
通
項
を

容
易
に
析
出
で
き
る
。
一
つ
は
、
敗
戦
お
よ
び
占
領
下
と
い
っ
た
従
来
の
価

値
観
の
変
容
を
伴
う
時
間
軸
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
「
戦
後
」
と
い
う
言

葉
の
使
用＝

〈
戦
後
性
〉
を
テ
ク
ス
ト
が
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
二
つ
目
は
「
論
理
」
と
い
う
言
葉
で
表
象
さ
れ
て
い
る
概
念
を
テ
ク
ス
ト

は
主
題
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
短
絡
の
誹
り
を
恐
れ
ず
に
こ
の

二
つ
を
次
の
よ
う
に
接
続
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
戦
後
」
と
い
う
同

時
代
状
況
に
は
「
論
理
」
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
に
要
請
さ
れ
た
「
論
理
」
は
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
で
実
現
さ
れ
て
い

る
と
乱
歩
は
述
べ
、
そ
れ
は
「
日
本
探
偵
小
説
界
」
で
も
「
殆
ど
最
初
の
英

米
風
論
理
的
小
説
」
で
あ
る
と
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
ま
で
設
定
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
況
に
関
し
て
本
稿
は
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
が
、

先
だ
っ
て
「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
テ
ク
ス

ト
で
あ
る
か
、
研
究
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
〈
戦
後
性
〉
に
関
し
て
は
、
事
件
の
舞
台
と
な
る

「
一
柳
家
」
の
建
築
構
造
に
関
す
る
小
松
史
生
子
の
次
の
よ
う
な
指
摘
が
参
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照
で
き（

３
）る。

テ
リ
ト
リ
ー

領
域
は
囲
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
囲�

い�

の
顕
在
性
で
、
自
己
の

領
域
は
隣
接
す
る
他
者
の
そ
れ
と
区
別
さ
れ
、
定
住
生
活
の
場
が
保
た

れ
る
の
で
あ
る
。
バ
ラ
ッ
ク
と
い
う
や
わ
な
囲
い
で
か
ろ
う
じ
て
自
己

領
域
を
他
者
に
向
け
て
主
張
す
る
ほ
か
の
な
い
世
相
に
あ
っ
て
、
ま
ず

エ
ク
ス
テ
リ
ア

関
心
を
引
く
の
は
屋
外
の
線
引
き
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
激
し

い
価
値
転
倒
の
な
か
、
政
治
不
信
に
あ
っ
た
国
民
感
情
と
し
て
は
、
政

府
の
公
案
よ
り
も
隣
人
同
士
の
相
互
扶
助
の
ほ
う
が
確
実
な
�
生
き
る

道
�
だ
っ
た
。
屋
外
の
線
引
き
は
、
し
た
が
っ
て
隣
人
と
の
接
触
面
で

あ
り
、
閉
じ
て
い
る
と
同
時
に
開
か
れ
て
い
る
家
屋
と
い
う
も
の
が
、

こ
こ
に
心
象
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。

敗
戦
直
後
の
焼
け
跡
か
ら
「
定
住
性
」
へ
の
情
景
と
郷
愁
、
同
時
に
そ
の

裏
返
し
で
も
あ
る
私
秘
性
を
「
一
柳
家
」
の
「
堂
々
た
る
門
が
ま
え
を
誇
る

木
造
家
屋
」
か
ら
読
解
す
る
小
松
の
論
は
、
た
し
か
に
同
時
代
状
況
の
一
側

面
を
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
権
田
萬
治
が
乱
歩
と
横
溝
を
比
較

し
、
前
者
の
「
子
宮
願
望
」
に
対
し
、
後
者
を
「
開
か
れ
た
夜
の
田
園
風
景
」

と
評
し（

４
）たこ
と
と
も
、
同
系
の
分
析
と
い
え
る
。

ま
た
、
横
溝
正
史
テ
ク
ス
ト
全
体
に
視
野
を
広
げ
て
み
れ
ば
、
金
田
一
耕

サ
バ
イ
バ
ー

助
を
「
戦
場
体
験
を
持
つ
生
存
者
」
と
位
置
づ
け
る
五
味
渕
典
嗣
の
「
獄
門

島
」（

５
）論、
横
溝
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
村
落
」
表
象
を
「
変
奏
さ
れ
た
都
市

文
学
」
と
し
て
分
析
す
る
倉
田
容
子
の
一
連
の
論（

６
）考も
ま
た
、〈
戦
後
性
〉

と
い
う
観
点
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
解
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
多
様
な
観
点
か
ら
横
溝
テ
ク
ス
ト
の
〈
戦
後
性
〉
は
析

出
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
稿
の
切
り
口
は
先
述
し
た
よ
う
に
「
論

理
」
の
問
題
で
あ
る
。「
探
偵
小
説
」
が
「
論
理
的
」
で
あ
る
と
は
、
い
か

な
る
状
態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
戦
後
」
と

い
う
状
況
下
に
要
請
さ
れ
た
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本

稿
は
こ
れ
ら
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
く
。

二

「
論
理
」
の
論
理

そ
も
そ
も
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
論
理
的
」

で
あ
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
表
象
を
さ
れ
て
い
る
の
か
、
確
認
し
て
お
こ

う
。

「
足
跡
の
捜
索
や
、
指
紋
の
検
出
は
、
警
察
の
方
に
や
っ
て
貰
い
ま
す
。

自
分
は
そ
れ
か
ら
得
た
結
果
を
、論
理
的
に
分
類
総
合
し
て
い
っ
て
、最

後
に
推
断
を
下
す
の
で
す
。こ
れ
が
私
の
探
偵
方
法
で
あ
り
ま
す
。」

そ
れ
を
読
ん
で
銀
造
は
、
い
つ
か
か
れ
が
巻
き
尺
や
天
眼
鏡
の
か
わ

り
に
、
こ
れ
を
使
い
ま
す
と
い
っ
て
、
頭
を
叩
い
て
み
せ
た
こ
と
を
思

い
出
し
て
、
思
わ
ず
快
心
の
微
笑
を
も
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
傍
線
部
引
用
者
、
以
下
同
）

引
用
箇
所
は
、
探
偵
役
で
あ
る
金
田
一
耕
介
が
自
ら
の
「
探
偵
方
法
」
を

記
述
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
金
田
一
の
語
る
こ
の
「
探

偵
方
法
」
に
は
前
提
と
欠
如
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ

う
。
具
体
的
に
記
述
に
沿
っ
て
確
認
し
よ
う
。
金
田
一
は
「
足
跡
の
捜
索
や
、

指
紋
の
検
出
は
、
警
察
の
方
に
や
っ
て
貰
い
ま
す
」
と
語
る
。
そ
の
こ
と
は
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彼
の
「
探
偵
方
法
」
に
は
根
源
的
原
因
と
し
て
の
「
足
跡
」
や
「
指
紋
」
と

い
っ
た
多
大
な
影
響
力
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
先
行
し
て
お

り
、
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
「
方
法
」
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
状
況
を
導
く
。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
現
前
で
あ
る
と
同
時
に
不
在
な
の
だ
。
そ
し
て
、
今
こ
こ

に
あ
る
意
味
を
保
証
し
、
外
部
か
ら
正
当
化
を
行
う
原
理＝

「
結
果
」
を

「
分
類
総
合
」
し
「
最
後
に
推
断
を
下
す
」
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
が
、「
論

理
」
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
探
偵
方
法
」
は
次
の

よ
う
な
戦
略
的
構
造
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
結
果
」
の
意
味

を
一
度
剥
奪
し
、「
結
果
」
そ
の
も
の
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
逆
に
そ
れ
ら

の
断
片
の
つ
く
り
あ
げ
る
「
推
断
」
を
創
造
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
断
片

を
統
合
す
る
最
終
審
級
と
し
て
の
金
田
一
耕
助
の
「
頭
」
と
い
う
表
象
を
絶

対
化
し
、
ひ
と
つ
の
閉
鎖
的
な
共
同
体
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
つ

ま
り
こ
の
場
面
で
の
「
論
理
的
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
の
は
、
超
越
的

な
知
の
源
泉
と
な
る
諸
概
念＝

「
警
察
」
と
い
う
公
的
機
関
を
前
提
と
し
、

あ
た
か
も
〈
感
情
〉
を
排
除
し
、
数
理
的
／
科
学
的＝
〈
客
観
〉
と
し
て
事

象
を
認
識
す
る
枠
組
み
を
装
い
な
が
ら
、
そ
の
内
実
は
探
偵
が
自
ら
を
中
心

化
し
、
そ
こ
に
統
一
性
と
同
一
性
を
付
与
し
、
同
時
に
そ
の
代
償
と
し
て
常

に
存
在
す
る
は
ず
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
差
異
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と

で
あ
る
と
定
義
で
き
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
探
偵
方
法
」
は
、
テ
ク
ス

ト
上
で
は
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
該
当
箇
所
を
次
に
確

認
し
て
み
よ
う
。

警
部
は
手
触
り
で
、
そ
れ
が
な
ん
で
あ
る
か
も
覚
っ
た
の
に
ち
が
い

な
い
。
は
っ
と
し
た
よ
う
に
息
を
吸
う
と
、
ふ
る
え
る
指
で
ハ
ン
ケ
チ

を
解
き
、
麻
紐
を
切
り
、
油
紙
を
ひ
ら
い
た
が
、
す
る
と
中
か
ら
出
て

来
た
の
は
、
な
ん
と
手
頸
か
ら
切
断
さ
れ
た
男
の
右
手
で
あ
っ
た
。
そ

の
手
に
は
三
本
し
か
指
が
な
か
っ
た
。拇
指
と
人
差
指
と
中
指
と
。…
…

「
警
部
さ
ん
、こ
れ
が
あ
の
血
の
指
紋
を
捺
す
た
め
に
使
わ
れ
た
ス
タ

ン
プ
で
す
よ
」

新
婚
初
夜
に
「
一
柳
家
」
の
離
れ
で
死
亡
し
た
賢
蔵
と
克
子
夫
妻
。
そ
し

て
、
離
家
に
は
血
の
つ
い
た
指
紋
が
残
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
指
の

痕
跡
が
三
本
分
し
か
発
見
さ
れ
ず
、そ
の
後
に
、三
本
指
の
切
断
さ
れ
た
「
右

手
」
が
発
見
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
「
血
の
指
紋
を
捺
す
た
め
に
使
わ
れ
た

ス
タ
ン
プ
」
と
い
う
金
田
一
耕
介
の
認
識
を
媒
介
と
し
、「
血
の
指
紋
」
と

「
右
手
」
は
直
結
さ
れ
る
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
血
」
と
「
指
紋
」

は
と
も
に
個
人
を
管
理
し
同
時
に
同
一
性
を
象
徴
す
る
よ
う
な
特
権
的
表
象

で
あ
る（

７
）が、
重
要
な
の
は
、
こ
の
発
見
さ
れ
た
「
右
手
」
と
残
さ
れ
た
「
指

紋
」
の
同
一
性
を
保
証
す
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
上
に
は
金
田
一
耕
助
の
言
説

し
か
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
「
三
本
指
の
男
」
の
「
指
紋
」
は

警
察
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
男
」
の
「
右
手
」
は
切
断

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
切
断
さ
れ
た
「
三
本
指
」
の
「
右
手
」
も
テ
ク
ス
ト
上

に
は
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
同
一
性
を
保
証
す
る
は
ず
の
根
拠

は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
証
拠
以
外
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

金
田
一
の
言
説
は
、
一
足
飛
び
に
こ
れ
ら
の
同
一
性
を
保
証
し
、
物
語
は
そ

の
こ
と
を
前
提
に
進
行
し
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
金
田

一
耕
助
に
お
け
る
「
探
偵
法
」
の
「
論
理
」
と
は
、
本
来
は
事
象
に
先
行
す

る
は
ず
の
〈
原
因
〉
を
後�

か�

ら�

作�

り�

上�

げ�

る�

と
い
う
転
倒
し
た
形
式
な
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
次
の
一
文
で
あ
る
。
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金
田
一
耕
助
が
あ
の
素
晴
ら
し
い
実
験
に
よ
っ
て
、一
挙
に
こ
の
変

梃
な
密
室
殺
人
事
件
を
解
決
し
て
見
せ
た
の
は
、
そ
の
晩
の
こ
と
で
あ

る
。

引
用
箇
所
は
、
一
柳
家
の
離
家
の
密
室
状
態
を
説
明
す
る
た
め
、
琴
の
糸

と
水
車
を
利
用
し
欄
干
か
ら
凶
器
の
日
本
刀
を
屋
外
に
移
動
さ
せ
た
原
理
を

再
現
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
密
室
殺
人
」
に
「
解
決
」
を
も
た

ら
す
も
の
と
し
て
の
「
実
験
」
と
い
う
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
こ
こ
で
「
実
験
」
と
い
う
言
葉
が
選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
こ
で
使
用
さ
れ
た
「
実
験
」
の
一
語
と
は
、
語
義

的
に
は
出
来
事
へ
の
遡
行
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
実
証
的
に
経
験
し
、
同
時
に
そ

の
絶
対
性
を
保
証
す
る
言
葉
と
し
て
把
握
さ
れ
る
言
葉
だ
か
ら
だ
。つ
ま
り
、

こ
の
金
田
一
の
「
素
晴
ら
し
い
実
験
」
と
は
、
一
回
的
な
起
源
的
外
傷
と
し

て
の
「
密
室
殺
人
」
を
絶
対
的
な
も
の
に
固
定
す
る
作
業
で
あ
る
と
措
定
で

き
る
。
だ
が
、
す
べ
て
の
「
実
験
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
質
的
に
こ

こ
に
は
欺
瞞
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
一
回
的
な
出
来
事
は
ま
た
、

そ
の
一
回
性
を
脅
か
す
複
数
の
可
能
性
に
つ
ね
に
曝
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

そ
の
た
め
、
こ
こ
で
の
金
田
一
の
言
説
も
ま
た
、
一
回
性
を
捉
え
る
事
後
的

構
造
を
無
視
し
、「
密
室
殺
人
」
を
か�

つ�

て�

確�

実�

に�

あ�

っ�

た�

も�

の�

と
し
て
テ

ク
ス
ト
の
表
層
に
実
体
化
し
た
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
は
、「
論
理
的
」
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
論
理
」
と
名
指
さ
れ
た
概
念
の
内

実
は
、
実
は
探
偵
で
あ
る
「
金
田
一
耕
助
」
が
メ
タ＝

レ
ベ
ル
で
特
権
化
さ

れ
、
物
語
の
構
造
を
設
計
す
る
隠
さ
れ
た
語
り
手
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
事
件
の
「
動
機
」
も
ま
た
、
他
な
ら

ぬ
金
田
一
耕
助
に
よ
っ
て
〈
設
計
〉
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
、
次
の

場
面
で
も
論
証
で
き
る
。

「
そ
れ
な
ん
だ
よ
、
金
田
一
君
、
賢
蔵
氏
は
な
ぜ
ま
た
そ
ん
な
こ
と
を

し
た
の
だ
。
結
婚
式
の
晩
に
花
嫁
を
殺
し
て
自
殺
す
る
。
そ
れ
は
よ
く

よ
く
の
こ
と
で
す
よ
。
賢
蔵
氏
は
な
ぜ
そ
ん
な
事
を
し
た
ん
で
す
」

「
警
部
さ
ん
、
そ
の
事
な
ら
あ
な
た
も
ご
存
じ
の
筈
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
。
今
朝
白
木
静
子
と
い
う
婦
人
が
語
っ
て
く
れ
た
事
実
、
つ
ま
り
克

子
さ
ん
が
処
女
で
な
か
っ
た
と
い
う
秘
密
、そ
れ
が
今
度
の
事
件
の
直

接
の
原
因
な
ん
で
す
よ
」

警
部
は
大
き
く
眼
を
瞠
っ
て
、
噛
み
つ
き
そ
う
な
顔
を
し
て
金
田
一

君
を
睨
ん
で
い
た
。

事
件
の
動
機
は
、
金�

田�

一�

が�

語�

る�

よ
う
に
、
潔
癖
症
の
賢
蔵
が
婚
前
交
渉

を
持
っ
た
克
子
を
許
す
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
し
ま
た
婚
約
破
棄
と
す
る
不

名
誉
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
が
、
注
目
す
べ

き
は
金
田
一＝

隠
さ
れ
た
語
り
手
の
言
説
は
、
こ
の
こ
と
を
「
白
木
静
子
と

い
う
婦
人
が
語
っ
て
く
れ
た
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
テ
ク
ス

ト
を
詳
細
に
見
て
ゆ
け
ば
わ
か
る
が
、
白
木
静
子
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

ま
っ
た
く
語
っ
て
い
な
い
。「
克
子
さ
ん
が
処
女
で
な
か
っ
た
と
い
う
秘
密
」

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
静
子
に
送
ら
れ
た
克
子
自
身
の
手
に
よ
る
次
の

よ
う
な
「
手
紙
」
の
記
述
な
の
で
あ
る
。

お
懐
か
し
き
静
子
姉
さ
ま

（
中
略
）
む
ろ
ん
こ
の
事
は
、
―
―
克
子
の
処
女
で
な
か
っ
た
と
い
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う
こ
と
は
、一
柳
の
心
に
暗
い
か
げ
を
投
げ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

で
も
わ
た
し
、
あ
あ
い
う
秘
密
を
抱
い
て
、
終
始
う
し
ろ
め
た
い
気
持

ち
で
い
る
よ
り
は
、
こ
の
方
が
幸
福
な
結
婚
生
活
に
入
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
の
。
あ
の
人
の
心
に
ど
う
い
う
影
を
投
げ
た
に

し
ろ
、
克
子
、
自
分
の
努
力
と
愛
情
で
、
き
っ
と
、
そ
れ
を
吸
い
と
っ

て
見
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、こ
の
克
子
の
「
手
紙
」
を
経
由
し
て
も
な
お
、金
田
一
の
語
る
「
直

接
の
原
因
」
に
は
距
離
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
具
体
的
に
金
田
一
の
次
の
台

詞
に
も
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
本
陣
殺
人
事
件
」
に
お

け
る
「
論
理
」
の
限
界
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、
同
時
に
「
探
偵
」
は
隠
さ
れ

た
語
り
手
た
り
え
る
が
、
全
知
の
「
神
」
た
り
え
な
い
こ
と
を
示
す
言
葉
で

も
あ
る
。

「
さ
あ
、
そ
れ
で
す
よ
。
こ
の
事
件
で
は
事
件
の
計
画
者
は
す
で
に
死

ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
、
告
白
を
き
く
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
が
想
像
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
に
手
は
な
い
の
で
す

が
、
こ
こ
に
は
幸
い
関
係
者
の
顔
触
れ
も
だ
い
た
い
揃
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
は
じ
め
か
ら
こ
の
事
件
を
研
究
し
て
い
っ
て
み
よ
う
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
」

こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
金
田
一＝

「
探
偵
」＝

隠
れ

た
語
り
手
の
位
相
で
あ
る
。事
件
の
計
画
者
の
内
面
を
「
想
像
」
し
「
研
究
」

す
る
こ
と
で
、
事
件
を
〈
設
計
〉
し
、
あ
り
え
た
か
も
し
れ
な
い
可
能
性
を

測
定
す
る
こ
と
。
具
体
的
に
は
〈
性
交
渉
〉
の
有
無
と
い
う
〈
物
質
的
〉
要

因
と
し
て
の
「
事
件
の
直
接
の
原
因
」
を
措
定
し
、そ
こ
に
克
子
の
「
努
力
」

や
「
愛
情
」
と
い
う
〈
感
情
〉
の
失
敗
、
あ
る
い
は
死
亡
と
い
う
当
事
者
の

不
在＝

〈
人
間
〉
の
内
面
性
の
棄
却
を
付
与
す
る
こ
と
で
「
物
語
」
を
構
築

す
る
こ
と
。
そ
の
こ
と
が
「
論
理
」
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
る
の
が
、「
本

陣
殺
人
事
件
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
も
つ
基
本
構
造
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
、

そ
の
「
物
語
」
で
は
、同
時
に
人
間
の
内
面
は
極
め
て
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。

賢
蔵
の
次
の
よ
う
な
造
形
に
は
、そ
の
こ
と
を
端
的
に
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
な
ん
で
す
が
、
こ
の
お
宅
へ
客
が
来
て
火
鉢
を
出

す
、
そ
の
火
鉢
に
少
し
で
も
客
の
手
が
ふ
れ
る
。
す
る
と
賢
蔵
さ
ん
は

後
で
そ
の
部
分
を
ア
ル
コ
ー
ル
で
消
毒
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。こ
う
な
る
と
潔
癖
と
い
う
よ
り
も
、病
的
と
し
か
思
え
ま

せ
ん
。つ
ま
り
賢
蔵
さ
ん
と
い
う
人
に
は
、自
分
以
外
の
人
間
は
す
べ
て

穢
ら
し
く
て
不
潔
に
思
え
て
仕
方
が
な
か
っ
た
の
で
す
。

賢
蔵
は
極
端
な
潔
癖
症
で
、
自
分
以
外
の
人
間
は
す
べ
て
穢
ら
し
く
て
不

潔
に
思
え
て
仕
方
が
な
か
っ
た
の
だ
と
、
金
田
一
は
語
る
。
こ
こ
で
の
「
不

潔
」
と
は
他
者
を
〈
物
質
〉
的
に
「
穢
ら
わ
し
」
い
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ

り
、
こ
の
認
識
の
も
と
に
「
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
」
と
い
う
〈
物
質
〉
的
消
去

と
、
婚
前
交
渉
を
持
っ
た
妻
の
殺
害
の
相
同
性
が
「
論
理
的
」
に
保
証
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、〈
物
質
〉
に
〈
人
間
〉
性
を
仮
託
す
る
感
性
を
「
論

理
」
で
超
克
す
る
試
み
と
し
て
「
本
陣
殺
人
事
件
」
を
読
解
す
る
こ
と
に
関

し
て
は
、
笠
井
潔
の
次
の
指
摘
が
参
考
に
な
る
。

『
本
陣
殺
人
事
件
』
の
作
中
に
は
、
初
期
ク
ィ
ー
ン
作
品
に
も
匹
敵
す
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る
よ
う
な
多
彩
な
モ
ノ
が
溢
れ
て
い
る
。
殺
人
現
場
で
発
見
さ
れ
た

コ
ッ
プ
、
日
本
刀
、
鞘
、
三
箇
の
琴
爪
、
琴
柱
、
鎌
、
等
々
。
日
本
刀

や
琴
の
関
係
品
な
ど
に
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
な
日
本
趣
味
が
誇
張
的
な

ま
で
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
作
者
は
既
に
、
そ
れ
ら
に
冷
静
な
距

離
を
置
い
て
い
る
の
だ
。
日
本
刀
や
琴
な
ど
過
剰
な
意
味
を
吸
引
す
る

だ
ろ
う
ガ
ジ
ェ
ッ
ト
は
、か
っ
て
の
よ
う
な
思
い
入
れ
の
対
象
で
あ
る

と
い
う
よ
り
も
、そ
れ
を
脱
色
さ
れ
た
無
機
的
な
モ
ノ
に
還
元
さ
れ
て

い
る
。『
本
陣
殺
人
事
件
』の
成
功
の
秘
密
は
、最
初
に
伝
統
文
化
的
な
象

徴
効
果
を
帯
び
て
登
場
す
る
諸
々
の
モ
ノ
を
、最
後
に
探
偵
の
推
理
に

お
い
て
、無
機
的
な
モ
ノ
に
断
固
と
し
て
還
元
し
て
し
ま
う
異
化
効
果

に
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ（

８
）う。

あ
る
い
は
、
次
の
よ
う
に
逆
説
的
に
「
本
陣
殺
人
事
件
」
に
お
け
る
「
論

理
」
の
意
味
を
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
か
な
る
「
論
理
」
も
な
く

人
が
殺
さ
れ
る
こ
と
。
真
に
恐
ろ
し
い
の
は
こ
の
偶
然
性
、
確
率
的
性
質
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。
つ
ま
り
、
殺
さ
れ
た
人
は
、
殺
さ
れ
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
悲
劇
な
の
だ
、
と
。「
論
理
」
を
使
用
す
る
〈
喪

の
作
業
〉
は
、「
探
偵
」
を
絶
対
化
す
る
こ
と
で
そ
の
恐
ろ
し
さ
を
回
避
す

る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
こ
そ
「
探
偵
小
説
」
と
い
う
形
式
の
意
味
を
測
定
す

る
可
能
性
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
「
探
偵
小
説
」
へ
の
自
己
言
及

本
稿
冒
頭
で
言
及
し
た
乱
歩
に
よ
る
「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
評
価
で
あ
る

が
、
乱
歩
は
そ
こ
で
同
時
に
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
へ
の
い
く
つ
か
の
「
不

満
」
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
不
満
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

さ
て
、
段
々
大
き
い
不
満
に
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
次
に
主
人
公
の
弟

が
予
行
練
習
を
見
て
兄
の
脅
迫
に
会
い
、進
ん
で
兄
の
殺
人
と
自
殺
を

幇
助
す
る
に
至
る
心
理
が
甚
だ
不
可
解
で
あ
る
。
弟
が
如
何
に
変
質
者

で
倫
理
的
不
感
症
に
陥
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
単
な
る
殺
人
幇
助
な
れ

ば
兎
も
角
、
実
の
兄
の
自
殺
を
面
白
半
分
に
助
け
る
と
い
う
心
理
は
、

余
程
の
説
明
が
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
。
彼
が
保
険
金
ほ
し
さ
に
こ

の
好
機
を
利
用
し
て
兄
を
見
殺
し
に
す
る
ほ
ど
の
悪
党
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
不
自
然
は
な
く
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
小
説
で
は
弟
の
性
格
は

決
し
て
そ
う
い
う
風
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
彼
の
動
機
の
最
も
大
き
な

も
の
は
探
偵
小
説
マ
ニ
ア
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
単
な
る
変
質
者
と
の
み
で
は
納
得
出
来
な
い
心
理
で
あ
る
。

小
説
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
追
求
し
て
差
支
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

作
者
は
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
が
如
く
に
表
現
す
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な（

９
）い。

「
本
陣
殺
人
事
件
」
へ
の
乱
歩
の
「
不
満
」
は
、
要
約
し
て
し
ま
え
ば

「
三
郎
」
の
「
心
理
」
の
「
不
可
解
」
さ
に
あ
る
と
い
え
る
。「
三
郎
」
の

「
心
理
」
描
写
の
欠
如
は
「
探
偵
小
説
マ
ニ
ア
」
と
い
う
「
論
理
」
の
〈
遊

戯
〉
の
パ
ー
ツ
と
し
て
の
「
三
郎
」
像
を
形
成
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
乱
歩

は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
不
明
瞭
な
人
間
性
の
隠
さ
れ
た
意
図＝

〈
人

間
ら
し
さ
〉
を
重
視
す
る
乱
歩
と
明
快
な
「
論
理
」
に
焦
点
化
し
て
描
く
横

溝
と
い
う
二
項
対
立
を
描
く
こ
と
は
容
易
い
が
、
そ
の
よ
う
に
単
純
化
し
て

し
ま
う
と
見
え
な
く
な
る
位
相
こ
そ
が
、
本
稿
が
可
視
化
す
べ
き
位
相
で
あ
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る
。
そ
の
位
相
と
は
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
的
側

面
、
つ
ま
り
「
探
偵
小
説
」
へ
の
自
己
言
及
的
視
線
と
関
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
、
乱
歩
が
批
判
し
た
「
三
郎
」
の
表
象
を
再
度

検
証
し
て
み
よ
う
。

三
本
指
の
男
の
持
っ
て
い
た
写
真
か
ら
、
あ
の
ア
ル
バ
ム
の
ト
リ
ッ

ク
や
、
そ
れ
か
ら
ひ
い
て
は
日
記
の
細
工
を
思
い
つ
い
た
の
は
、
み
な

三
郎
で
あ
っ
た
。ま
た
、死
人
の
手
頸
を
斬
り
落
と
し
て
お
い
て
、そ
の

指
紋
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
の
も
か
れ
だ
っ
た
。
但
し
、
三
本
指
の

男
を
犯
人
に
仕
立
て
よ
う
と
い
う
考
え
は
、
賢
蔵
も
持
っ
て
い
た
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
蔵
に
は
そ
れ
を
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
よ
く
分

か
ら
な
か
っ
た
。
か
れ
は
た
だ
、
三
本
指
の
男
の
死
体
を
、
人
知
れ
ず

か
く
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
い
つ
に
疑
い
が
か
か
り
は
し
な
い
か
…
…

と
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
智
恵
し
か
う
か
ば
な
か
っ
た
。
そ
こ
を
三
郎
が
修

飾
し
、補
筆
し
て
、ま
ん
ま
と
あ
の
大
芝
居
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

（
中
略
）

要
す
る
に
三
郎
と
い
う
男
は
、性
格
破
産
者
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

死
と
い
う
厳
粛
な
事
実
で
さ
え
も
、か
れ
に
と
っ
て
は
一
種
の
遊
戯

だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

引
用
箇
所
は
、
乱
歩
の
批
判
の
大
部
分
に
該
当
す
る
記
述
で
あ
る
。「
死

と
い
う
厳
粛
な
事
実
」
を
「
遊
戯
」、
つ
ま
り
操
作
可
能
な
対
象
と
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
乱
歩
の
感
じ
た
「
不
自
然
」
さ
の
源
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む

ろ
ん
こ
こ
に
は
、「
三
郎
」
が
「
性
格
破
産
者
」
で
あ
る
と
い
う
〈
人
間
〉

を
〈
物
質
〉
に
還
元
す
る
〈
非
人
間
〉
性
の
寓
意
、
つ
ま
り
「
論
理
」
の
パ

ー
ツ
と
し
て
登
場
人
物
を
配
置
す
る
「
探
偵
小
説
」
と
の
相
同
性
を
喚
起
す

る
表
象
も
存
在
し
て
い
る
が
、
乱
歩
は
そ
れ
に
も
「
納
得
出
来
な
い
」
と
し

て
い
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
三
郎
が
修
飾
し
、
補
筆
し
て
、

ま
ん
ま
と
あ
の
大
芝
居
に
完
成
し
た
」
と
い
う
表
現
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、〈
人

間
〉
的
動
機
の
欠
如
と
そ
れ
に
か
わ
っ
て
「
論
理
」
を
補
填
す
る
こ
と＝

「
補
筆
」
す
る
も
の
と
し
て
「
探
偵
小
説
」
と
い
う
も
の
が
表
象
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
、
こ
の
表
現
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
「
本
陣
殺
人

事
件
」
に
お
い
て
、「
探
偵
小
説
」
と
は
「
厳
粛
な
事
実
」
を
「
大
芝
居
」

に
変
換
し
、「
死
」
を
「
遊
戯
」
に
か
え
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
接
続
す
る
「
論
理
」
な
の
で
あ
る
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
「
論

理
」
は
、
三
郎
に
よ
る
「
修
飾
」、「
補
筆
」
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

テ
ク
ス
ト
全
体
を
貫
く
構
図
と
し
て
も
把
握
で
き
る
。
そ
れ
は
、
横
溝
正
史

を
想
起
さ
せ
る
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
と
い
う
人
物
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記

述
か
ら
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
よ
そ
探
偵
小
説
家
を
以
て
自
負
す
る
ほ
ど
の
誰
で
も
が
、き
っ
と

一
度
は
取
り
組
ん
で
み
た
く
な
る
の
が
、こ
の「
密
室
の
殺
人
」事
件
で

あ
る
。
犯
人
の
入
る
と
こ
ろ
も
、
出
る
と
こ
ろ
も
な
い
筈
の
部
屋
の
中

で
行
わ
れ
た
殺
人
事
件
、
そ
れ
を
う
ま
く
解
決
す
る
こ
と
は
、
作
者
に

と
っ
て
な
ん
と
い
う
素
晴
ら
し
い
魅
力
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
た
い
て
い
の

探
偵
小
説
家
が
き
っ
と
一
度
は
こ
れ
を
取
り
扱
っ
て
い
る
し
、
畏
友
井

上
英
三
君
の
説
に
よ
る
と
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
・
カ
ー
の
如
き
は
そ
の
全
作

品
が
「
密
室
の
殺
人
」
の
変
形
で
あ
る
と
い
う
事
だ
。
私
も
探
偵
小
説

家
冥
利
に
、い
つ
か
は
一
度
は
こ
の
ト
リ
ッ
ク
と
真
っ
向
か
ら
取
り
組

ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、な
ん
と
今
や
労
せ
ず
し
て
、そ
れ
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を
自
分
の
も
の
に
す
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
だ
。し
て
み
れ
ば
私
は
、あ

の
恐
ろ
し
げ
な
方
法
で
二
人
の
男
女
を
斬
り
刻
ん
だ
凶
悪
無
慚
な
犯
人

に
対
し
て
、絶
大
な
感
謝
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な

い
。

「
探
偵
小
説
家
」
で
あ
る
「
私
」
は
「
密
室
の
殺
人
」
へ
の
「
素
晴
ら
し

い
魅
力
」
と
「
感
謝
」
を
感
じ
、そ
し
て
そ
れ
に
出
会
え
た
こ
と
を
「
幸
運
」

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
に
と
っ
て
「
本
陣

殺
人
事
件
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
鴨
居
も
梁
も
雨
戸
も
紅
殻
で
塗
り
潰
し
て
あ
る
事
は
、
こ
の
物
語

の
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
、
言
っ
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。

「
私
」
に
と
っ
て
、
一
柳
家
で
お
こ
っ
た
出
来
事
は
「
物
語
」
で
あ
る
と

把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、「
事
件
」
を
「
物
語
」
と
し
て
語
る
「
私
」

と
「
修
飾
し
、
補
筆
」
す
る
「
三
郎
」
の
関
係
の
二
重
構
造
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
私
」
と
「
三
郎
」
は
と
も
に
、「
死
と
い
う
厳

粛
な
事
実
」
へ
の
「
遊
戯
」
的
な
関
わ
り
方
に
お
い
て
相
同
性
を
反
復
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
、
欠
落
す
る
の
は
「
殺
人
が
お

こ
ら
な
か
っ
た
可
能
性
」
な
の
だ
。「
死
と
い
う
厳
粛
な
事
実
」
と
い
う
認

識
は
、「
死
」
な
な
か
っ
た
可
能
性
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
を
「
遊
戯
」
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
様
な
可
能
性
を
抹
消
し
、
唯

一
の
形
式
的
な
ゲ
ー
ム
と
し
て
「
物
語
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
論
理
」
が
用
い
ら
れ
る

の
は
、
そ
の
擬
似
的
な
絶
対
性
に
よ
り
、「
死
」
な
な
か
っ
た
可
能
性
が
も

た
ら
す
悲
劇
を
回
避
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
持
つ

「
物
語
」
の
構
造
と
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
、
冒
頭
で
二
つ
の
問
を
設
定
し
て
い
た
。
一
つ
目
の
問
、「
探
偵

小
説
」
が
「
論
理
的
」
で
あ
る
と
は
、
い
か
な
る
状
態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
と
い
う
問
題
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

で
は
、
二
つ
目
の
問
、
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
「
戦
後
」
と
い
う
状
況
下
に

要
請
さ
れ
た
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
に
関

し
て
、
次
項
で
検
証
を
加
え
よ
う
。

四
「
家
柄
」
と
い
う
〈
因
習
〉
と
そ
の
抹
消

「
本
陣
殺
人
事
件
」
は
そ
の
冒
頭
付
近
に
、
次
の
よ
う
な
印
象
的
な
記
述

が
な
さ
れ
て
い
る
。

農
村
へ
入
っ
て
見
給
え
、
都
会
で
は
ほ
と
ん
ど
死
滅
語
と
な
っ
て
い

る
「
家
柄
」
と
い
う
言
葉
が
、
い
か
に
い
ま
な
お
生
き
生
き
と
生
き
て

い
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
か
に
万
事
を
支
配
し
て
い
る
か
を
諸
君
は

知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
今
度
の
敗
戦
依
頼
の
社
会
の
混
乱
か
ら
、
さ
す
が

に
農
民
諸
君
も
地
位
や
身
分
や
財
産
な
ど
に
は
、
以
前
ほ
ど
叩
頭
し
な

く
な
っ
た
。
そ
れ
ら
は
今
、
大
き
な
音
を
立
て
て
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
家
柄
は
崩
壊
し
な
い
。
よ
い
家
柄
に
対
す
る
憧
憬
、

敬
慕
、
自
負
は
今
も
な
お
農
民
を
支
配
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
の
い

う
よ
い
家
柄
と
は
、必
ず
し
も
優
生
学
や
遺
伝
学
的
見
地
か
ら
見
た
、よ

い
血
統
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
ら
し
い
。旧
幕
時
代
、代
々
名
主
を
勤

め
た
と
か
、庄
屋
で
あ
っ
た
と
か
い
え
ば
、た
と
い
そ
の
家
か
ら
発
疾
者
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や
癲
癇
病
者
や
狂
人
が
続
出
し
て
も
、よ
い
家
柄
で
通
る
の
で
あ
る
。現

在
の
革
新
時
代
に
お
い
て
す
ら
そ
れ
だ
か
ら
、昭
和
十
二
年
頃
の
、し
か

も
本
陣
の
家
筋
で
あ
る
こ
と
を
、何
よ
り
の
誇
り
と
し
て
い
る
一
柳
家

の
一
族
が
、い
か
に
家
柄
の
尊
厳
を
重
視
し
た
か
、多
く
い
う
を
要
す
ま

い
。

こ
こ
に
は
、
一
つ
の
視
座
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
優
生
学
」、

「
遺
伝
学
」
と
い
う
科
学
を
相
対
化
す
る
「
農
村
」
に
お
け
る
上
部
構
造
と

し
て
の
「
家
柄
」
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
家
柄
」
と
は
「
今
度
の
敗

戦
依
頼
の
社
会
の
混
乱
」
を
抱
え
る
テ
ク
ス
ト
内
の
現
在
に
お
い
て
も
存
続

し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
冒
頭
に
「
農
村
へ
入
っ
て
見
給
え
、
都
会
で
は
ほ

と
ん
ど
死
滅
語
」
云
々
と
「
農
村
」
を
「
都
会
」
の
〈
外
部
〉
と
規
定
し
、

「
封
建
制
」
に
も
と
づ
く
共
同
体
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
も
こ
の
箇
所
か
ら

確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
家
柄
」
を
「
何
よ
り
の
誇
り
と
し
て
い

る
一
柳
家
の
一
族
」
と
い
う
構
図
の
提
示
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
こ

の
箇
所
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
因
習
〉
を
前
提
し
て
、「
本
陣

殺
人
事
件
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、こ
の
〈
因
習
〉

に
よ
っ
て
生
じ
た
「
矛
盾
」
こ
そ
が
、「
事
件
」
を
勃
発
さ
せ
る
「
論
理
」

と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
金
田
一
は
賢
蔵
の

「
人
格
」
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
正
義
感
の
強
い
人
だ
け
に
、
こ
う
い
う
農
村
の

大
地
主
と
い
う
地
位
に
対
し
て
常
に
疑
問
を
抱
い
て
い
ら
れ
た
。封
建

的
色
彩
の
強
い
思
想
や
習
慣
に
対
し
て
も
、は
げ
し
い
憎
悪
を
持
っ
て

い
ら
れ
た
。と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と
に
そ
う
い
う
ふ
う
に
嫌
悪
し
て

い
な
が
ら
、で
は
、こ
の
一
柳
家
で
誰
が
一
番
封
建
的
だ
っ
た
か
と
い
え

ば
、実
は
賢
蔵
さ
ん
ご
自
身
だ
っ
た
の
で
す
。一
柳
家
の
長
男
で
あ
る
と

い
う
権
威
、本
陣
の
末
裔
で
あ
り
大
地
主
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
暴

君
性
、そ
れ
を
非
常
に
多
分
に
持
っ
て
い
ら
れ
て
、他
人
が
そ
の
尊
厳
を

冒
す
と
強
い
不
愉
快
を
感
じ
ら
れ
た
。つ
ま
り
賢
蔵
さ
ん
と
い
う
人
は
、

そ
う
い
う
矛
盾
に
み
ち
た
人
格
だ
っ
た
の
で
す
。

賢
蔵
の
「
矛
盾
」
す
る
「
人
格
」
は
、「
家
柄
」
と
い
う
〈
因
習
〉
へ
の

「
憎
悪
」
と
「
尊
厳
」
の
両
極
に
引
き
裂
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
賢
蔵
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
は
〈
近
代
〉
と
〈
前
近

代
〉
の
両
要
素
が
同
時
に
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。そ
の
た
め
、

賢
蔵
は
「
殺
人
」
を
犯
す
と
い
う
「
論
理
」
が
次
の
よ
う
に
成
立
す
る
の
で

あ
る
。つ

ま
り
、
ふ
つ
う
の
人
間
に
と
っ
て
不
自
然
に
見
え
る
こ
の
動
機
も
、

賢
蔵
氏
の
性
格
と
、本
陣
の
末
裔
と
い
う
こ
の
家
の
雰
囲
気
か
ら
見
れ

ば
、少
し
も
不
自
然
で
は
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
避
く
べ
か
ら
ざ
る
動

機
と
な
っ
た
の
で
す
よ
。
で
、
結
局
、
あ
あ
い
う
方
法
を
と
る
よ
り
ほ

か
に
仕
様
が
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
賢
蔵
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
理
由
と
し
た
事
件
は
、

「
殺
人
」
で
あ
る
と
次
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た

「
探
偵
小
説
」
の
形
式
を
と
る
こ
と
で
回
避
さ
れ
る
よ
う
な
種
類
の
「
悲

劇
」
で
は
な
く
、「
論
理
」
が
要
請
す
る
「
殺
人
」
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、

テ
ク
ス
ト
に
は
一
箇
所
、「
悲
劇
」
と
い
う
言
葉
も
ま
た
同
時
に
確
認
で
き
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る
。
具
体
的
な
記
述
を
確
認
し
よ
う
。

「
心
中
…
…
？

い
や
お
そ
ら
く
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

は
悪
意
と
憎
し
み
に
み
ち
た
、ふ
つ
う
の
殺
人
事
件
な
ん
で
す
。自
殺
が

目
的
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
ら
ね
。
自
分
を
こ
う
い
う
、
の
っ
ぴ
き
な
ら

ぬ
立
場
に
お
と
し
い
れ
た
克
子
さ
ん
に
対
す
る
は
げ
し
い
憎
し
み
。

―
―
そ
れ
が
昂
じ
て
、
克
子
さ
ん
殺
し
の
計
画
に
成
長
し
て
い
っ
た
ん

で
す
。（
中
略
）
つ
ま
り
こ
れ
は
ふ
つ
う
の
殺
人
事
件
や
探
偵
小
説
と
、

順
序
が
少
し
逆
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
す
。（
中
略
）
だ

か
ら
、
犯
人
が
自
殺
し
た
か
ら
っ
て
、
こ
の
事
件
を
軽
く
見
る
の
は
間

違
っ
て
い
る
と
思
う
。
犯
人
は
あ
く
ま
で
克
子
さ
ん
殺
し
を
自
分
の
せ

い
で
な
い
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
の
で
す
し
、
更
に
自
分
の
自
殺
で

さ
え
も
、
自
殺
で
な
い
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
悪
辣

と
い
え
ば
い
っ
そ
う
悪
辣
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
」

「
自
殺
と
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
親
戚
に
兜
を
ぬ
ぎ
た

く
な
い
。
そ
れ
、
見
た
こ
と
か
と
、
親
戚
や
良
介
さ
ん
に
も
嗤
わ
れ
た

く
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
な
ん
で
す
ね
」

「
そ
う
で
す
。
そ
う
で
す
。
こ
の
事
件
の
謎
は
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い

る
ん
で
す
。
つ
ま
り
本
陣
の
悲
劇
な
ん
で
す
ね
」

「
本
陣
の
悲
劇
」
と
は
「
憎
悪
」
と
し
て
の
「
殺
人
」
と
「
尊
厳
」
と
し

て
の
「
自
殺
」
と
い
う
両
側
面
を
表
す
表
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
両

側
面
は
次
の
よ
う
に
構
造
化
で
き
る
。〈
近
代
〉
的
／
〈
論
理
〉
的
な
も
の

が
表
象
す
る
も
の
こ
そ
が
「
殺
人
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、〈
人
間
〉
が
〈
物

質
〉
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
「
論
理
的
」
な
世
界
観
に
基
づ
き
、
伝
統
的
な

意
味
の
体
系
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
「
個
人
」
と
し
て
の
賢
蔵
の
存
在
が
措
定

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
経
験
的
な
価
値
感
に
従
っ
て
死
生
観
は

決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
賢
蔵
の
行
為
は
「
殺
人
」
と
し
て
金
田
一
に
理

解
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
当
然
そ
こ
に
〈
前
近
代
〉
的
／
「
封
建
」
的
な

「
自
殺
」
を
賢
蔵
に
見
出
す
可
能
性
も
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
金

田
一
が
抑
圧
し
て
語
ら
な
い
〈
内
面
〉
を
備
え
た
自
己
完
結
的
な
〈
主
体
〉

の
存
在
が
あ
り
、そ
こ
で
の
〈
生
〉
の
意
味
が
共
同
体
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、

「
個
人
」
の
〈
生
〉
と
〈
死
〉
が
超
越
的
な
価
値
感
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る

世
界
観
が
あ
る
の
だ
。
従
っ
て
、
不
意
に
金
田
一
の
洩
ら
し
た
「
本
陣
の
悲

劇
」
と
い
う
言
葉
は
対
立
的
な
二
項
が
同
時
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
存
在
と

し
て
の
「
賢
蔵
」
の
造
形
を
承
認
す
る
、
金
田
一
の
認
識
の
発
露
と
し
て
把

握
で
き
る
。

だ
が
、
結
果
的
に
金
田
一
の
「
論
理
」
の
も
た
ら
す
も
の
は
、「
賢
蔵
」

の
持
つ
両
面
性
を
抑
圧
し
、「
殺
人
」
と
い
う
伝
統
的
な
意
味
の
体
系
か
ら

引
き
離
さ
れ
る
「
個
人
」
と
し
て
の
賢
蔵
の
存
在
の
措
定
に
結
実
し
て
い

る
。
そ
こ
で
は
、「
悲
劇
」
が
抹
消
さ
れ
、〈
近
代
〉
的
／
〈
論
理
〉
的
な
存

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

在
と
し
て
の
「
賢
蔵
」
像
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

〈
近
代
〉
性
を
強
調
す
る
よ
う
な
語
り
は
、
実
は
テ
ク
ス
ト
の
持
つ
〈
戦
後

性
〉
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
最
後
に
本
稿
は
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。五

〈
語
り
〉
の
構
造
と
〈
戦
後
性
〉

「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
時
間
軸
を
特
定
す
る
に
は
、
次
の
記
述
が
そ
の
傍

証
に
な
る
だ
ろ
う
。
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そ
れ
は
昭
和
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日
の
夕
刻
、
即
ち
事
件
の
起

こ
っ
た
日
の
前
々
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

こ
こ
で
、「
昭
和
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日
」、
つ
ま
り
一
九
三
七
年
と
い

う
語
ら
れ
る
時
制
が
あ
り
、「
事
件
」
そ
の
も
の
は
戦
中
に
起
き
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
あ
る
。
他
方
で
、
語
り
の
現
在
か
ら
事
後
的
に
「
一
柳
家
」

の
そ
の
後
を
語
る
次
の
引
用
か
ら
、
あ
る
程
度
「
現
在
」
の
時
制
も
特
定
で

き
る
。

三
郎
は
も
ち
ろ
ん
起
訴
さ
れ
た
が
、ま
だ
判
決
が
下
ら
な
い
う
ち
に
、

事
変
が
し
だ
い
に
深
刻
化
し
て
来
た
の
で
、
法
廷
か
ら
応
召
し
て
、
漢

口
で
戦
死
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
可
憐
な
鈴
子
も
そ
の
翌
年
死
ん

だ
。
こ
の
少
女
は
死
ん
だ
ほ
う
が
、
幸
福
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
良

介
は
去
年
広
島
へ
旅
行
し
て
い
て
、そ
こ
で
原
子
爆
弾
の
た
め
に
死
ん

だ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
父
の
終
焉
の
地
で
、
そ
の
子
が
同
じ
戦
争
の
た

め
に
命
を
お
と
す
と
い
う
の
も
、
何
か
の
因
縁
で
し
ょ
う
と
、
村
の
故

老
は
い
っ
て
い
る
。

引
用
し
た
よ
う
に
「
広
島
」
へ
の
「
原
子
爆
弾
」
の
翌
年
つ
ま
り
一
九
四

六
年
と
い
う
語
る
現
在
の
時
制
が
あ
り
、「
戦
後
」
か
ら
「
戦
前
」
を
語
る

「
私
」
と
い
う
回
顧
的
な
〈
語
り
〉
の
構
造
を
テ
ク
ス
ト
は
有
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
い
う
「
物
語
」
は

実
は
、〈
伝
聞
〉
の
形
式
で
語
ら
れ
て
い
る
。

私
は
は
じ
め
て
こ
の
話
の
片
鱗
を
き
い
た
と
き
か
ら
、非
常
な
興
味
を

覚
え
た
の
だ
が
、
や
が
て
、
こ
の
事
件
に
も
っ
と
も
精
通
し
て
い
る
Ｆ

君
か
ら
、
事
の
真
相
を
聞
く
に
及
ん
で
、
な
ん
と
も
い
え
ぬ
大
き
な
昂

奮
に
と
ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ふ
つ
う
の
殺
傷
事
件
と
は

ま
る
で
違
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
犯
人
の
綿
密
な
計
画
が
あ
り
、
し
か

も
な
ん
と
こ
れ
は
、「
密
室
の
殺
人
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

テ
ク
ス
ト
の
「
事
件
」
部
分
、つ
ま
り
一
九
三
七
年
の
出
来
事
は
〈
伝
聞
〉

で
構
築
さ
れ
た
「
こ
の
話
」
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
は
「
Ｆ
君
」
の
経
験
的
な

価
値
観
に
基
づ
く
「
物
語
」
と
し
て
構
成
さ
れ
、
さ
ら
に
、「
私
」
の
「
昂

奮
」
を
通
過
し
、
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
と

い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
と
し
て
は
、
時
制
的
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
の
空
白
を
後
か
ら
再
構
成
す
る
「
私
」
の
企
図
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、「
探
偵
」
の
「
論
理
」
と
「
私
」
の

書�

く�

こ�

と�

と
は
と
も
に
メ
タ＝

レ
ベ
ル
か
ら
「
物
語
」
を
操
作
す
る
と
い
う

同
質
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
の
構
図
で
「
本
陣
殺
人
事
件
」
を
と
ら
え
た
と

き
に
、
笠
井
潔
の
指
摘
し
た
「
探
偵
小
説
」
の
〈
戦
後
性
〉
に
関
す
る
指
摘

は
重
要
だ
ろ
う
。

探
偵
小
説
は
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
な
ど
大
戦
間
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術

の
よ
う
に
、
人
間
概
念
の
破
壊
を
正
面
に
掲
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
既
に
存
在
し
な
い「
人
間
」な
る
も
の
に
人
工
的
な
二
重
の
光
輪
を

も
た
ら
す
こ
と
に
お
い
て
、瞬
間
的
で
虚
構
的
な
、し
か
も
劇
的
な
復
活

を
巧
妙
に
演
出
す
る
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
復
活
さ
せ
ら
れ

た「
人
間
」は
、探
偵
小
説
形
式
に
適
合
的
な
、抽
象
化
さ
れ
た
パ
ズ
ル
の

― 87 ―



項
で
し
か
な（

１０
）い。

一
般
的
に
近
代
以
前
に
お
い
て
、
人
々
の
〈
生
〉
の
意
味
は
共
同
体
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
近
代
的
な
国
民
国
家
の
シ
ス

テ
ム
に
引
き
継
が
れ
る
が
、「
戦
争
」
と
い
う
〈
国
民
〉
の
無
意
味
か
つ
大

量
の
〈
死
〉
に
よ
っ
て
「
国
民
国
家
」
と
い
う
〈
物
語
〉
は
失
効
し
、「
国

民
国
家
」
と
い
う
政
治
的
想
像
力
の
及
ば
な
い
無
名
の
、
そ
し
て
大
量
の

〈
死
〉
が
発
生
し
て
し
ま
う
事
態
に
陥
る
状
況
が
発
生
す
る
。そ
れ
に
対
し
、

「
探
偵
小
説
」
と
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
失
わ
れ
た
〈
死
〉
に
再
度
、
意
味

を
与
え
る
こ
と
で
〈
人
間
〉
性
を
再
構
築
す
る
と
い
う
苦
肉
の
策
と
し
て
把

握
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、「
探
偵
小
説
」
と
は
徹
底
的
に

「
論
理
」
の
コ
ー
ド
に
閉
じ
こ
も
っ
た
、貧�

し�

い�

文
学
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

だ
が
、
そ
の
貧
し
さ
と
は
、
ま
さ
し
く
〈
戦
後
〉
と
い
う
状
況
下
の
意
味
の

涸
渇
の
反
映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。「
本
陣
殺
人
事
件
」
の
作
中
現
在
時
と
同

年
、
丸
山
真
男
が
記
述
し
た
次
の
一
文
は
、
そ
の
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。

八
・
一
五
の
日
（
終
戦
記
念
日
―
―
栗
田
注
）
超
国
家
主
義
の
全
体
系

の
基
盤
た
る
国
体
が
そ
の
絶
対
性
を
喪
失
し
今
や
始
め
て
自
由
な
主
体

と
な
っ
た
日
本
国
民
に
そ
の
運
命
を
委
ね
た
日
で
も
あ
っ（

１１
）た

テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
は
、「
一
柳
家
」
の
「
現
在
」
が
次
の
よ
う
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
稿
を
閉
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
私
は
も
う
一
度
、
あ
の
一

柳
家
を
見
に
い
っ
た
、

私
が
こ
の
ま
え
見
に
い
っ
た
と
き
は
、ま
だ
早
春
の
肌
寒
い
こ
ろ
で
、

田
圃
の
畦
に
は
、
ま
だ
つ
く
し
の
頭
も
の
ぞ
い
て
い
な
か
っ
た
の
に
、

い
ま
は
も
う
、
見
渡
す
か
ぎ
り
、
黄
金
の
波
打
つ
、
み
の
り
豊
か
な
秋

で
あ
る
。
私
は
ま
た
、
こ
わ
れ
た
水
車
の
そ
ば
を
通
っ
て
一
柳
家
の
北

を
く
ぎ
っ
て
い
る
崖
に
は
い
あ
が
り
、藪
の
な
か
に
わ
け
い
っ
た
。そ
し

て
南
を
向
い
て
一
柳
家
を
見
る
。人
の
話
に
よ
る
と
、今
度
の
財
産
税
と

農
地
改
革
と
で
、さ
し
も
の
一
柳
家
も
、没
落
の
運
命
を
避
け
る
こ
と
は

出
来
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、そ
れ
か
ら
ぬ
か
、本
陣
の
面

影
を
そ
の
ま
ま
に
う
つ
し
た
と
い
わ
れ
る
、あ
の
大
き
な
、ど
っ
し
り
と

し
た
母
屋
の
建
物
も
、頽
廃
の
か
げ
が
濃
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な

か
っ
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
「
一
柳
家
」
の
「
没
落
」
の
「
運
命
」
が
意
味
す

る
の
は
〈
前
近
代
〉
的
／
「
封
建
」
的
認
識
や
価
値
観
の
相
対
化
さ
れ
た

〈
戦
後
〉
と
い
う
状
況
下
な
の
で
あ
り
、「
終
戦
」
と
「
没
落
」
の
相
同
性

に
は
「
国
民
国
家
」
と
「
家
柄
」
と
い
う
帰
属
の
失
効
、
つ
ま
り
神
話
や
運

命
の
喪
失
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
、〈
人
間
〉
の
失
効

と
再
構
築
の
装
置
と
し
て
の
「
探
偵
小
説
」
を
志
向
す
る
「
私
」
の
語
り
を

通
じ
て
、「
本
陣
殺
人
事
件
」
と
い
う
「
論
理
」
に
支
配
さ
れ
た
「
事
件
」

は
構
築
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
人
間
と
世
界
の
あ
い

だ
に
い
か
な
る
本
質
的
な
意
味
的
繋
が
り
も
見
い
だ
せ
ず
、
た
だ
た
だ
人
々

の
無
意
味
が
逆
説
的
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は

「
論
理
」
の
名
の
基
に
多
く
の
要
素
が
人
間
の
〈
死
〉
に
意
味
を
付
与
し
よ

う
と
し
て
く
る
。
し
か
し
、
た
だ
ひ
と
つ
、
そ
こ
に
は
人
間
の
〈
生
〉
の
意
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味
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。

注

（
１
）
江
戸
川
乱
歩
「「
本
陣
殺
人
事
件
」
を
評
す
」（「
宝
石
」
一
九
四
七

年
二
・
三
月
合
併
号
）

（
２
）
横
溝
正
史
「
あ
と
が
き
」（『
本
陣
殺
人
事
件
』
一
九
四
七
年
一
二

月
、
青
珠
社
）

（
３
）
小
松
史
生
子
「
戦
後
文
学
と
し
て
の
本
格
推
理
―
―
横
溝
正
史
『
本

陣
殺
人
事
件
』
再
考
」（
吉
田
司
雄
編
『
探
偵
小
説
と
日
本
近
代
』
所

収
、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
青
弓
社
）

（
４
）
権
田
萬
治
『
日
本
探
偵
作
家
論
』（
一
九
七
五
年
一
二
月
、
幻
影
城
）

（
５
）
五
味
渕
典
嗣
「
横
溝
正
史
と
戦
後
啓
蒙
―
―
『
獄
門
島
』
試
論

―
―
」（「
大
妻
国
文
」
二
〇
一
〇
年
三
月
）

（
６
）
倉
田
容
子
「
鏡
像
と
し
て
の
村
落
―
―
横
溝
正
史
『
八
つ
墓
村
』

―
―
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
一
一
年
九
月
）、同
「
横
溝
正
史
『
悪

魔
の
手
毬
唄
』
に
お
け
る
農
村
表
象
の
批
評
性
」（「
日
本
文
学
」
二
〇

一
二
年
一
二
月
）

（
７
）
「
血
」
と
「
指
紋
」
を
め
ぐ
る
言
説
に
関
し
て
は
、
井
上
貴
翔

「�
徴
�
と
し
て
の
指
紋
―
―
小
酒
井
不
木
「
赦
罪
」
を
中
心
に
」

（「
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
論
集
」
二
〇
〇
八
年
）
に

詳
し
い
。

（
８
）
笠
井
潔
『
探
偵
小
説
論
Ⅰ

氾
濫
の
形
式
』（
一
九
九
八
年
一
二
月
、

東
京
創
元
社
）

（
９
）
（
１
）
に
同
じ

（
１０
）
笠
井
潔
『
探
偵
小
説
論
Ⅱ

虚
空
の
螺
旋
』（
一
九
九
八
年
一
二
月
、

東
京
創
元
社
）

（
１１
）
丸
山
真
男
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」（「
世
界
」
一
九
四
六
年

五
月
）

（
く
り
た
す
ぐ
る

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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