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木木
刀て

欲

の

一号キA

二E

体I

家

ー
カ
フ
カ
『
或
る
犬
の
探
求
L

日間

石

光

輝

子

カ
フ
カ
は
一
九
二

O
年
あ
る
断
結
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
禁
欲
者
の
多
く
は
飽
く
こ
と
な
き
者
で
あ
る
。
彼
等
は
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
ハ
ン
ス
ト
を
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
同
時
に
次
の
よ
う
な

」
と
に
達
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。

一
つ
の
声
が
言
う
一
も
う
充
分
だ
。
お
前
は
充
分
に
断
食
を
し
た
。
も
う
他
の
者
と
同
じ
よ
う
に
食
べ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
食
事
と
は

み
な
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。

二
、
同
じ
声
が
同
時
に
一
言
う
。
お
前
は
も
う
長
い
間
、
自
分
を
抑
え
て
断
食
し
て
き
た
。

A
7
か
ら
お
前
は
喜
び
を
も
っ
て
断
食
す
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
食
物
よ
り
も
美
味
で
あ
ろ
う
（
だ
が
同
時
に
又
お
前
は
現
実
に
は
食
べ
も
す
る
で
あ
ろ
う
）

0

三
、
同
じ
声
が
同
時
に
言
う
。
お
前
は
世
界
を
征
服
し
た
。
私
は
お
前
を
食
べ
る
こ
と
と
、
断
食
す
る
こ
と
か
ら
解
放
し
て
や
ろ
う
（
だ
が

同
時
に
お
前
は
断
食
も
し
食
べ
も
す
る
で
あ
ろ
う
）

0

そ
れ
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
先
程
か
ら
絶
え
間
な
く
語
り
か
け
て
く
る
声
が
聞
こ
え
る
。
お
前
は
成
程
完
全
に
は
断
食
し
な
か
っ
た
が
、

（

l
）
 

そ
の
志
は
ち
ゃ
ん
と
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
充
分
だ
己



2 

禁
欲
者
は
こ
れ
ら
の
声
を
生
命
の
綱
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
禁
欲
を
究
め
よ
う
と
す
る
一
余
り
、
命
が
つ
い
え
て
し

ま
う
か
ら
だ
。
享
楽
者
で
あ
る
人
間
も
多
勢
い
る
、
が
、

い
く
ら
か
に
せ
よ
禁
欲
者
で
あ
る
人
間
も
多
い
。
カ
フ
カ
も
又
後
者
の
人
間
だ

っ
た
が
、
彼
は
自
分
が
大
抵
の
人
間
と
同
様
禁
欲
を
完
全
に
成
就
し
な
い
こ
と
に
、

い
つ
ま
U

負
い
目
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ヵ
フ
カ
は
、
完
全
に
断
食
を
し
て
生
命
を
投
げ
う
っ
て
し
ま
っ
た
禁
欲
者
の
姿
を

『
断
食
芸
人
』

同
百
出
口
口
明
。
H
r
出
口
白
門
戸
2

の
中
に
描
い
た
。

一
方
、
断
食
に
挫
折
し
て
、

し
か
し
こ
れ
か
ら
な
お
断
食
の
試
練
に
耐
え
る
覚
悟
を
持
っ
て
い
る
禁
欲
者
の
姿
を
、

我
々
は
『
断
食
芸
人
』
と
同
ビ
一
九
二
二
年
に
著
わ
さ
れ
た

『
或
る
犬
の
探
究
』

（寸。
Z
円

rcロ情。コ

m50ω

田口同点目。
ω）
の
中
に
見
る

」
と
が
で
き
る
。

断
食
芸
人
は
又
、

芸
術
家

（穴口

Z
H
－2）
を
見
世
物
興
行
の
芸
人
に
戯
固
化
し
た
姿
で
も
あ
る
c

こ
の
時
期
カ
フ
カ
を
捕
え
て
い

た
主
要
な
モ
テ
ィ

l
フ
の
一
つ
が
、
芸
術
家
の
問
題
、
だ
と
い
う
こ
と
は
、
生
前
最
後
に
発
表
さ
れ
た
作
品
集
『
断
食
芸
人
』
を
見
て
も

明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
集
に
は
『
断
食
主
人
』

の
他
、

J
最
初
の
悩
み
』
（
開
店
店
ω

「
E
E
『
小
さ
な
女
』

（同
E
m
u
E
0
5
0
明
日
ロ
）

『
歌
姫
ヨ
ゼ
フ
ィ

i
ネ
又
は
鼠
族
』
（
｝
2
O
E
O－
ι日
∞
山
口
問
2
5
v
E
E
E
ω

〈
O

一r
ι
2
ζ
山
2
0
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、

さ
な
女
』

一
篇
を
の
ぞ
き
、
他
三
篇
に
は
先
程
の
戯
画
化
さ
れ
た
芸
術
家
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
執
筆
さ
れ

た
の
は
、

い
ず
れ
も
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
二
四
年
の
間
だ
が
、

カ
フ
カ
が
死
亡
し
た
の
は
一
九
二
四
年
で
あ
っ
た
。
肺
結
核
を
発
病

し
た
の
は
一
九
一
七
年
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
健
康
は
悪
化
の
一
途
を
辿
り
続
け
、
死
を
目
前
に
し
た
芸
術
家
は
、
自
分
の
な
り
わ
い
を

考
え
て
み
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
カ
フ
カ
の
文
学
の
追
求
の
仕
方
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
芸
術
家
と
共
に
、
禁
欲

者
、
探
究
者
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
重
要
な
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
重
な
り
あ
っ
た
。

本
論
は
、

『
断
食
芸
人
』
論
の
延
長
と
し
て
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
『
或
る
犬
の
探
究
』

を
、
芸
術
家
と
禁
欲
者
お
よ
び
そ



れ
に
付
随
す
る
い
く
つ
か
の
モ
テ
ィ

l
フ
を
手
が
か
り
に
、
論
じ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

一
、
芸
術
家

『
或
る
犬
の
探
究
L

は

一
匹
の
年
老
い
た
と
思
わ
れ
る
犬
の
、
探
求
に
励
み
続
け
た
こ
れ
ま
で
の
生
活
に
対
す
る
回
想
で
あ
る
。

こ
の
犬
の
探
究
は
「
大
地
は
こ
の
糧
を
何
処
か
ら
得
る
の
か
」

と
い
う
聞
い
か
ら
出
発
す
る
。
そ
れ
は
語
っ
て
い
る
現
在
も
な
お
続
け

家

ら
れ
て
お
り
、
話
者
は
こ
の
探
究
に
一
層
の
専
念
を
決
意
し
て
い
る
ほ
ど
な
の
だ
が
、
こ
の
作
品
自
体
未
完
で
あ
る
故
、
そ
の
全
貌
は

芸術

知
り
得
べ
く
も
な
い
。
こ
の
奇
妙
な
探
究
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
後
に
し
て
、
ま
ず
彼
の
前
に
現
れ
た
、
芸
術
家
を
表
わ
し
て
い
る
と

お
ぼ
し
き
三
種
類
の
犬
達
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

の欲

話
者
の
回
想
に
お
け
る
最
初
の
事
件
は
、
音
楽
家
の
犬
達
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
話
者
が
ま
だ
幸
福
な
子
供
時
代
に
あ
っ
た
時
、
彼

禁

は
突
然
寸
ま
だ
聞
い
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
驚
く
べ
き
騒
音
と
共
に
」

（
一
一
三
六
）

現
れ
た
七
匹
の
犬
を
見
る
。
話
者
は
こ
の
犬
達
を

音
楽
家
と
呼
ん
で
い
る
が
、

「
彼
等
は
し
ゃ
ぺ
ら
な
い
し
、
歌
わ
な
か
っ
た
。
お
お
か
た
は
頑
強
な
ま
で
に
押
し
黙
っ
て
い
た
。
だ
が

（
一
二
二
七
）
、
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
言
う
音
楽
と
は
、

何
も
な
い
空
聞
か
ら
、
魔
法
の
よ
う
に
音
楽
を
奏
で
出
す
の
だ
っ
た
」

「
全
て

が
音
楽
で
あ
っ
た
。
足
の
上
げ
下
げ
、
頭
の
あ
る
種
の
め
ぐ
ら
し
か
た
、
駆
け
た
り
休
ん
だ
り
す
る
の
や
、
各
々
が
互
い
に
と
る
位
置

よ
う
な
動
作
等
々
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
音
楽
は
話
者
を
「
ぽ
う
っ
と
さ
せ
、
目
を
回

あ
る
い
は
輸
に
連
な
っ
た
り
す
る
」

（
同
前
）

ら
せ
」

（
二
三
八
）
、

「
惑
わ
せ
る
」

（
二
四

O）

よ
う
な
音
楽
で
あ
る
。
彼
が
こ
れ
を
音
楽
（
玄
E
主
と
も
騒
音
下
町
日
）
と
も
呼
ん
で

3 

い
る
よ
う
に
、
話
者
を
、
混
乱
さ
せ
へ
と
へ
と
に
さ
せ
る
こ
の
犬
達
の
「
音
楽
」

は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
話
者
に
音
楽
（
あ
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る
い
は
芸
術
）

の
も
つ
快
感
も
陶
酔
も
与
え
な
い
と
い
う
点
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
騒
音
で
し
か
な
い
。
し
か
七
そ
れ
は
話
者
の
意
識
を

で
あ
っ
て
、
許
し
を
乞
わ
な
け
れ

（
二
三
八
）

奪
い
、
混
乱
さ
せ
、
屈
服
さ
せ
る
だ
け
の
力
は
持
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
「
犠
牲
者
」

ば
な
ら
な
い
程
に
そ
の
力
は
強
い
。
こ
の
よ
う
に
強
力
な
作
用
を
及
ぼ
す
「
騒
音
」
と
は
知
何
な
る
事
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
話

者
の
こ
の
時
の
状
況
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
当
時
私
は
長
い
間
、
閣
の
中
を
走
っ
て
い
た
。
何
か
大
き
な
こ
と
の
あ
る
の
を
予
感
し
な
が
ら
。
そ
の
予
感
は
勿
論
の
乙
と
や
や
も
す
れ

ば
欺
か
れ
た
。
私
は
い
つ
も
そ
う
い
う
予
感
を
抱
い
て
い
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
し
て
滅
茶
苦
茶
に
、
何
も
見
え
ず
何
も
開
乙
え
ず
、
た
だ
定

か
で
な
い
欲
求
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
私
は
長
い
問
、
閣
の
中
を
走
っ
て
い
た
己

（一一二一六

話
者
は
あ
る
場
所
で
突
然
立
ち
止
ま
る
。
閣
の
中
を
走
っ
て
き
た
の
に
、
其
処
は
実
に
明
る
す
、
ぎ
る
ぐ
ら
い
の
場
所
で
あ
る
。
何
か
う

っ
と
り
す
る
よ
う
な
に
お
い
が
立
ち
昇
っ
て
く
る
。
其
処
ヘ
音
楽
家
の
犬
達
が
驚
く
べ
き
騒
音
と
共
に
閣
の
中
か
ら
現
れ
る
。
此
処
で

は
、
光
と
匂
い
と
音
が
、
つ
ま
り
眼
と
鼻
と
耳
の
受
持
つ
、
人
間
（
犬
）
の
三
つ
の
主
要
な
感
覚
に
訴
え
る
も
の
が
同
時
に
あ
ら
わ
れ
る
。

（
と
言
っ
て
よ
い
）
感
覚
に
眼

こ
の
時
ま
で
長
い
間
、
彼
は
こ
れ
ら
の
感
覚
を
眠
ら
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
時
一
気
に
全
て
の

覚
め
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
し
て
、
何
も
か
も
ぼ
ん
や
り
と
し
か
感
じ
と
っ
て
い
な
か
っ
た
子
供
か
ら
－
感
覚
を
持
ち
、
思
考
し
、

研
究
す
る
大
人
と
な
る
。
話
者
は
七
匹
の
犬
達
に
出
会
う
ま
で
、
全
て
の
感
覚
に
対
し
て
未
経
験
で
あ
っ
た
。
一
音
楽
に
対
し
て
も
然
り
で

あ
る
。
音
楽
は
「
既
に
私
が
乳
呑
児
の
と
き
か
ら
、
当
然
の
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
生
活
要
素
と
し
て
私
を
と
り
ま
い
て
い
た
の
だ

っ
た
L

（一一二一ムハ）

と
話
者
が
今
と
な
っ
て
は
思
う
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
皆
は
子
供
の
理
解
力
に
ふ
さ
わ
し
い
ほ
の
め
か
し
の
形
で
し

か
音
楽
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
私
に
は
あ
の
七
匹
の
偉
大
な
音
楽
家
達
が
不
意
打
ち
で
あ
り
、
ま
さ
し
く



と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
等
の
音
楽
が
話
者
に
と
っ
て
不
快

で
あ
り
苦
痛
で
あ
’
っ
た
の
は
、
初
め
て
触
れ
た
そ
の
衝
撃
が
大
き
過
、
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
意
識
を
失
な
わ
せ
、
力
を
失
な
わ
せ
る
の
は
、

う
ち
の
め
さ
れ
る
よ
う
な
し
ろ
も
の
だ
っ
た
」

（
二
三
六
！
七
）

確
か
に
陶
酔
の
前
兆
で
あ
る
。
事
実
、
話
者
は
後
に
そ
の
陶
酔
を
体
験
す
る
。

こ
の
音
楽
家
達
は
、
そ
の
音
楽
で
話
者
を
錯
乱
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
と
ん
だ
恥
ず
べ
き
行
為
で
彼
を
怒
り
に
誘
う
。
す
な
わ
ち
後

足
で
立
っ
て
歩
き
、
腹
を
さ
ら
す
の
で
あ
る
。
話
者
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
所
業
は
き
わ
め
て
滑
稽
で
下
品
な
ば
か
り
か
、
罪
深
い

行
為
、

芸術家

音
楽
家
達
は
、
前
足
を
お
ろ
そ
う
と
す
る
衝
動
が
ま
る
で
誤
り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
舞
う
。
本

性

2
2
5）
が
誤
り
だ
と
い
う
の
は
話
者
に
は
何
と
も
不
可
解
で
あ
る
。
彼
は
子
供
な
が
ら
何
と
し
て
も
彼
等
を
い
さ
め
よ
う
と
す
る
。

い
や
罪
そ
の
も
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
こ
へ
、

の

一
時
消
え
て
い
た
音
楽
が
再
び
聞
こ
え
出
し
て
力
を
ふ
る
い
、
彼
は
岬
き
な
が
ら
、
音
楽
家
達
が

れ
を
何
も
言
わ
ず
に
眺
め
る
と
い
う
罪
に
他
の
者
を
誘
う
」
（
二
四

O
）
の
に
為
す
す
べ
も
な
く
屈
す
る
。
芸
術
家
は
己
れ
の
裸
を
人

眼
に
さ
ら
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
露
出
狂
的
行
為
は
勿
論
の
こ
と
本
性
に
は
反
し
て
い
る
の
で
、
本
性
を
保
っ
て
い
る
子
供

「
罪
を
犯
し
、
又
そ

fik 禁

の
眼
に
は
そ
れ
が
異
常
と
う
つ
る
。
そ
し
て
カ
フ
カ
の
持
っ
て
い
た
眼
は
こ
の
よ
う
な
、
ま
る
で
子
供
の
よ
う
な
眼
で
あ
っ
た
。
そ
の

眼
に
は
、
彼
等
の
行
為
を
見
て
い
る
こ
と
さ
え
罪
と
写
る
の
だ
っ
た
。

音
楽
家
達
の
こ
の
行
動
に
関
し
て
は
、
次
の
三
点
の
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
。
第
一
に
彼
等
の
行
為
は
何
か
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
そ
れ
は
自
然

2
2
5）
に
反
し
て
い
る
。
第
三
に
そ
の
行
為
は
観
衆
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
同
じ
事
を
、
カ
フ
カ
の
他
の
作

品
の
芸
術
家
に
つ
い
て
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
『
断
食
芸
品

の
主
人
公
の
芸
（
ご
ロ
ω
乙
は
断
食
な
の
だ
が
、

5 

そ
れ
こ
そ
は
ま
さ
に
自
然
に
反
し
た
行
為
で
あ
る
。
突
き
つ
め
れ
ば
突
き
つ
め
る
程
、
死
に
近
づ
い
て
ゆ
く
な
り
わ
い
と
は
、
芸
術
を

言
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、
勿
論
こ
の
芸
は
観
衆
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
人
々
は
只
、
流
行
に
の
っ
て
断
食
芸
人
を
も
て
は
や
し
て
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い
る
だ
け
で
あ
り
、
無
理
解
な
言
動
で
、
人
気
だ
け
で
な
く
人
々
の
真
の
理
解
を
求
め
て
い
る
芸
人
を
苦
し
め
る
。
そ
れ
故
ひ
と
た
び

流
行
が
去
れ
ば
、
芸
人
に
眼
を
向
け
る
者
は
一
人
と
し
て
居
な
く
な
る
。
し
か
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
時
に
こ
そ
芸
人
は
自
分
の
芸

に
打
ち
こ
め
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
彼
は
、
死
の
直
前
に
は
、
観
衆
の
理
解
を
求
め
る
心
を
捨
て
去
っ
て
い
る
。

『
歌
姫
ヨ
ゼ
フ
ィ

l

の
主
人
公
も
同
様
に
、
喝
采
を
受
け
な
が
ら
真
の
理
解
の
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
。
孤
高
の
芸
術
家
は
世
聞
か
ら
一

人
離
れ
て
い
る
が
、
そ
の
世
間
に
対
し
背
を
そ
む
け
る
の
で
な
く
、
予
を
さ
し
の
べ
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
子
供
が
父
親
に
対
す
る
よ

う
に
甘
え
か
か
っ
て
い
る
。
世
間
1
観
衆
が
こ
の
よ
う
に
大
切
な
存
在
で
あ
る
為
に
、
断
食
芸
人
と
ヨ
ゼ
フ
ィ

l
ネ
に
と
っ
て
は
彼
等

ネ
又
は
鼠
族
』

の
理
解
が
、

（

2
）
 

話
者
は
こ
の
音
楽
家
達
と
の
出
会
い
以
来
探
求
生
活
に
入
る
が
、
そ
．
う
い
う
な
か
で
耳
に
し
た
の
が
空
中
犬
（
「
ロ

F
E
Z
O）
の
こ
と

自
分
達
の
芸
の
価
値
を
決
定
す
る
か
の
よ
う
に
重
大
な
も
の
と
な
る
。

で
あ
る
。
彼
の
伝
え
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
空
中
犬
と
い
う
の
は
、
彼
の
頭
令
ら
い
の
大
き
さ
で
き
わ
め
て
小
さ
い
。
し
た
が
っ

て
弱
々
し
く
、
未
熟
な
体
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
最
も
顕
著
な
特
異
さ
は
、
大
地
か
ら
離
れ
て
空
中
を
漂
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ

か
ら
犬
の
誇
り
で
あ
る
そ
の
足
も
萎
縮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
又
彼
等
は
他
の
普
通
の
犬
達
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
い
る
。
彼
等
は
自
分

達
の
哲
学
的
思
考
や
観
察
に
つ
い
て
実
に
鏡
舌
で
、
学
問
に
寄
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
無
論
そ
れ
は
役
に
立
た
な
い
、
意
味
の

ざ
っ
と
こ
ん
な
こ
と
を
話
者
は
噂
に
聞
く
が
、
自
身
の
眼
で
見
た
こ
と
は
な
い
。

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
、
彼
等
が
一
体
何
処
か
ら
く
る
の
か
、
ど
う
や
っ
て
一
族
を
ふ
や
し
て
い
く
の
か
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
。

以
上
挙
げ
た
空
中
犬
の
特
徴
に
、
又
も
や
カ
フ
カ
の
、
芸
術
家
に
対
す
る
自
潮
的
ま
な
ざ
し
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
品
の

主
要
な
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
る
「
糧
」
を
生
み
出
す
大
地
に
足
が
つ
い
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
自
ら
糧
を
得
る
す
べ
を
知
ら
な
い
の
で
、
他

と
い
う
の
は
、
文
学
で
は
パ
ン
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
に
苦
し
ん
だ
カ
フ
カ
の
皮

の
、
地
に
足
が
つ
い
て
い
る
犬
達
に
養
わ
れ
て
い
る
、



肉
で
あ
る
。
又
、
彼
等
の
空
中
に
漂
う
生
活
か
ら
、
我
々
は
『
最
初
の
悩
み
』

の
空
中
プ
ラ
ン
コ
の
曲
芸
師
京

E
E
2）
を
思
い
出
す
。

こ
の
曲
芸
師
は
芸
を
磨
き
あ
げ
る
為
に
日
常
生
活
も
空
中
ブ
ラ
ン
コ
の
上
で
お
く
つ
て
い
る
。
彼
も
や
は
り
普
通
人
の
生
活
を
お
く
る

こ
と
が
で
き
ず
、
人
々
か
ら
一
人
離
れ
て
空
中
高
く
孤
高
の
生
活
を
お
く
つ
て
い
る
。
生
き
て
い
く
の
に
は
勿
論
他
の
人
々
の
手
を
借

り
ね
ば
な
ら
な
い
。
空
中
犬
に
も
、
未
熟
な
、
と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
た
が
、

ぽ
く
、
人
々
か
ら
幼
児
の
如
く
保
護
さ
れ
、
世
話
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
家
の
、
世
間
に
対
し
て
甘
え
た
、
寄
生
的
生
活
態
度
で

ヨ
ゼ
フ
ィ

l
ネ
も
空
中
ブ
ラ
ン
コ
曲
芸
師
も
子
供
つ

あ
ろ
う
。
そ
し
て
勿
論
、
空
中
を
漂
う
の
は
自
然
に
反
し
た
生
活
で
あ
る
。
音
楽
家
の
犬
は
前
足
を
大
地
か
ら
離
し
て
い
た
が
、
空
中

芸術家

犬
は
前
足
ば
か
り
か
後
足
ま
で
も
大
地
か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
空
中
犬
の
出
生
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
彼
等

に
対
し
世
間
が
感
じ
と
る
う
さ
ん
く
さ
さ
が
見
ら
れ
る
。

物
語
の
最
後
で
話
者
が
出
会
う
の
は
猟
犬
（
｝
比
四
日

で
あ
る
。
こ
の
猟
犬

l
狩
る
者
を
芸
術
家
に
擬
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

。）告k

は
、
前
二
者
ほ
ど
定
か
で
な
い
。
そ
れ
は
音
楽
を
も
た
ら
す
者
で
は
あ
る
が
、
弱
々
し
く
も
な
い
し
自
然
に
反
し
た
恥
ず
べ
き
こ
と
を

左丞
玄Z之

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
猟
犬
の
取
り
扱
わ
れ
方
は
非
常
に
好
意
的
で
、
前
二
者
の
全
て
に
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
な
描
か
れ
方
と
対

照
的
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
猟
犬
に
は
探
究
者
と
し
て
の
姿
が
表
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
猟
犬
と
話
者
は
語
る
。

「
『
私
は
狩
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
叫

『
私
は
立
ち
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
君
は
狩
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
：
：
・
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば

ヌ
心
、
が
何
も
わ
か
る
必
要
は
な
い
。

か
り
だ
。
ど
う
し
て
僕
達
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
わ
か
る
か
い
？
L

『
い
や
』
と
彼
は
一
言
っ
た
。

7 

そ
れ
は
わ
か
り
き
っ
た
当
然
の
こ
と
な
の
、
だ
か
ら
J

一」

（
二
七
五
）
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話
者
が
猟
犬
に
そ
の
行
為
の
意
味
を
執
抽
に
問
い
質
す
の
は
、
自
分
の
行
為
へ
の
意
味
づ
け
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
断
食
と
い

う
形
で
の
話
者
の
探
究
は
自
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
飢
え
の
苦
し
み
の
中
で
、
そ
の
探
究
の
目
的
、
断
食
と
い
う
行
為
の
意
味
が
話

者
に
は
わ
か
ら
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
食
を
断
つ
と
い
う
、
動
物
に
と
っ
て
最
も
苦
し
い
禁
欲
行
為
を
さ
さ
げ
て
い
る
の
に
、
話

者
に
は
何
も
与
え
ら
れ
な
い
か
ら
だ
。
猟
犬
に
は
こ
の
よ
う
な
迷
い
は
な
い
。
猟
犬
は
狩
り
と
い
う
形
で
の
自
ら
の
探
究
を
当
然
な
こ

と
、
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
と
受
け
と
め
て
い
る
。
だ
が
猟
犬
に
と
っ
て
も
狩
り
は
「
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
行
為
で
あ
り
、
決
し
て
安
逸
な
も

の
で
は
な
い
。
彼
は
自
分
の
感
情
を
抑
え
て
、
自
ら
の
使
命
｜
｜
狩
る
こ
と
、
追
い
は
ら
う
こ
と
に
専
念
す
る
。
だ
が
こ
の
探
究
者
は

禁
欲
的
な
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ
の
ま
な
ざ
し
も
姿
も
力
強
く
美
し
く
て
、
話
者
に
好
意
を
こ
め
て
一
近
づ
こ
う
と
し
、
「
僕
が

と
尋
ね
る
。
こ
の
猟
犬
は
美
で
あ
り
、
誘
惑
で
あ
り
（
事
実
、
話
者
を
断
食
の
中
断
へ
と
誘
惑
す
る
）
、

（
二
七
四
）

』
丸
に
い

h

ら
な
い
っ
・
」

異
性
に
対
す
る
が
如
き
態
度
で
話
者
に
向
か
っ
て
く
る
と
い
う
点
で
、
断
食
芸
人
を
断
食
最
終
日
に
迎
え
に
来
る
女
性
と
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
。
カ
フ
カ
に
と
っ
て
結
婚
は
、
文
学
活
動
に
お
け
る
障
碍
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
か
ら
、
女
性
は
犠
牲
に
さ
れ
る
べ
き

者
と
し
て
や
、
誘
惑
者
と
し
て
表
現
さ
れ
た
。
猟
犬
は
女
性
で
は
な
い
が
、
話
者
に
と
っ
て
は
女
性
と
同
様
に
魅
惑
的
存
在
で
あ
る
。

さ
ら
に
猟
犬
は
そ
の
歌
で
話
者
を
屈
服
さ
せ
、
同
時
に
ま
た
話
者
に
力
を
与
え
る
の
だ
が
、
歌
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

猟
犬
の
う
ち
に
我
々
は
、
探
究
す
る
者
と
し
て
の
芸
術
家
の
姿
を
見
た
。
も
と
よ
り
芸
術
家
と
は
、
各
々
の
芸
術
を
達
成
す
る
べ
く

絶
え
間
の
な
い
探
究
を
強
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
カ
フ
カ
そ
の
人
が
、

死
力
を
尽
く
し
た
探
求
者
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
話

者
自
身
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
c

話
者
こ
そ
は
題
名
に
も
み
る
と
お
り
探
究
者
で
あ
る
。
我
々
は
以
上
の
よ
う
に
話
者
の
前
に
出
現
し
た

一
次
に
、
話
者
自
身
に
つ
い
て
、
話
者
の
研
究
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

芸
術
家
達
に
つ
い
て
考
察
し
た
が
、



二
、
糧

話
者
の
研
究
は
、
ま
ず
「
犬
は
何
を
糧
と
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
聞
い
を
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
る
一
。
こ
の
聞
い
は
、
話
者
の

述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
原
始
時
代
か
ら
あ
る
聞
い
で
犬
達
の
思
考
の
主
な
対
象
で
あ
り
、
こ
の
領
域
に
関
す
る
観
察
、
試
論
、
見

解
は
数
限
り
も
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
話
者
は
、

「
大
地
は
こ
の
糧
（
Z
与
HEm）
を
何
処
か
ら
得
る
の
か
」
一
と
い
う
聞
い
を
考
え
始
め

る
。
話
者
が
こ
の
よ
う
に
、
糧
あ
る
い
は
食
物
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
は
、

「
犬
の
本
質
に
迫
る
に
は
、
糧
一
に
つ
い
て
の
研
究
が
最
も

芸術家

適
切
で
、
直
接
目
的
へ
導
い
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
た
」

か
ら
で
あ
る
。
ヵ
フ
カ
が
こ
の
作
品
を
犬
の
世
界
に
設
定
し
た

（
二
七
七
）

理
由
の
一
つ
も
其
処
に
あ
る
。
食
は
人
間
に
あ
っ
て
も
最
も
基
本
的
で
必
要
不
可
欠
な
行
為
だ
が
、
動
物
｜

1
犬
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

「
何
を
糧
と
し
て
い
る
の
か
じ
と
い
う
聞
い
が
原
始
か

比
重
は
更
に
大
き
い
。
動
物
に
と
っ
て
生
き
る
こ
と
は
食
す
る
こ
と
で
あ
る
。

の禁欲

ら
あ
り
、
皆
の
思
考
を
し
め
て
い
る
の
も
当
然
と
言
え
る
。

つ
ま
り
動
物
を
素
材
に
し
た
場
合
は
、
状
況
を
単
純
化
で
き
る
の
で
あ
る
。

無
論
カ
フ
カ
が
好
ん
で
作
品
に
動
物
を
と
り
あ
げ
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
作
品
に
採
用
さ
れ
た
夫
と
い
う
動
物
に
関
し
て

（

4
）

。

『
訴
訟
』
（
U
2
p
o
N
O
E
）
の
ヨ

l
ゼ
フ
・

K
は
石
切
場
で
処
刑
さ
れ
る
と
き
、
「
ま
る
で
犬
だ
！
L

と
つ
ぶ
や
く
の
で
あ
る
。

（

5
）
 

の
奇
妙
な
助
手
達
は
1

犬
の
よ
う
に
み
だ
ら
」
な
の
で
あ
る
。
犬
（
あ
る
い
は
そ
の
他
の
動
物
の
場
合

み
て
も
、

ま
た
『
城
』
（
0
2
ω
n
E
o
E
）

も
同
ビ
と
考
え
て
よ
い
）

に
は
明
ら
か
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
家
を
芸
一
人
に
し
た
て
る
場
合
も
同

様
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
人
間
で
あ
り
な
が
ら
櫨
の
中
に
住
ん
で
動
物
の
よ
う
な
生
活
を
お
く
り
、

し
か
も
人
気
の
点
で
動
物
に
劣
る
と
い
う
、
動
物

9 

以
下
の
状
況
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
断
食
芸
人
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
対
比
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の
は
若
い
豹
で
あ
る
。
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こ
の
荒
々
し
い
動
物
に
は
、
観
衆
に
は
堪
え
難
い
程
の
、
ま
ぶ
し
い
ば
か
り
の
生
の
喜
び
が
溢
れ
て
い
る
。
一
断
食
芸
人
が
衰
弱
し
た
生

で
あ
り
、
限
り
な
く
死
へ
近
づ
い
て
い
く
者
で
あ
り
、
撲
と
汚
械
に
ま
み
れ
た
者
で
あ
る
の
に
比
べ
、
豹
は
監
の
中
の
囚
わ
れ
の
身
で

あ
る
こ
と
を
、
見
て
い
る
者
に
忘
れ
さ
せ
る
寝
の
生
命
力
を
は
な
つ
、

の
び
や
か
な
美
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
両
者
は
全
く
の
対
立
物

な
の
だ
が
、
そ
の
対
比
は
動
物
の
次
元
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
動
物
が
必
ず
し
も
常
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
も
つ
わ

け
で
な
い
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

却
、
主
人
公
の
犬
は
、
自
分
達
を
養
う
糧
が
一
体
何
処
か
ら
来
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、
学
問
に
記
し
て
あ
る
の

と
は
異
フ
て
、
そ
れ
は
主
に
上
か
ら
来
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
る
に
い
た
っ
た
。
彼
は
学
問
の
誤
謬
を
正
す
べ
く
、

い
ろ
い
ろ
な
実

験
を
し
て
彼
の
見
解
の
正
し
さ
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
成
功
せ
ず
、
最
後
の
手
段
と
し
て
次
の
よ
う
な
実
験
を
思
い
つ
く
。
す

な
わ
ち
、
糧
か
ら
自
分
の
身
を
退
け
て
み
て
、
糧
は
（
大
地
を
め
が
け
て
で
は
な
く
）
自
分
を
め
が
け
て
来
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
糧
は
天
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
、
仮
に
自
分
達
、
が
求
め
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
自
分
達

に
恵
ま
れ
る
の
だ
と
、
半
ば
願
望
し
、
半
、
ば
信
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
話
者
は
こ
う
し
て
断
食
に
は
い
る
こ
と
と
な
る
。

食
は
人
間
の
、
そ
し
て
ま
た
動
物
の
最
も
基
本
的
な
営
み
で
あ
り
、
生
命
の
維
持
に
は
不
可
欠
の
行
為
で
あ
る
。
文
学
を
反
生
命
的

所
業
と
し
て
捕
え
て
い
た
カ
フ
カ
は
、

し
ば
し
ば
食
す
る
こ
と
と
書
く
こ
と
を
比
較
し
て
い
る
。

「
私
の
う
ち
に
は
書
く
こ
と
へ
の
集
中
が
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
書
く
こ
と
が
私
の
本
質
に
と
っ
て
は
最
も
実
り
豊
か
な
方
向
だ
と
い
う

こ
と
が
、
私
の
構
造
の
う
ち
で
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
全
て
が
其
処
へ
押
し
寄
せ
、
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
た
の
だ
。
性
の
、

食
べ
る
こ
と
の
、
飲
む
こ
と
の
、
哲
学
的
思
考
の
、
そ
し
て
と
り
わ
け
音
楽
の
喜
び
に
向
か
う
能
力
を
。
私
は
こ
う
い
っ
た
全
て
の
方
向
で
や

（

6
）
 

せ
衰
え
て
し
ま
っ
た
己



－

4

1

i

l

i

l

i－
－
：
 

食
べ
る
こ
と
の
快
楽
は
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
生
活
か
ら
排
除
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
地
上
的
快
楽
を
代
表
し
て
い
る
。
断
食
と
は

「
生
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
ハ
ン
ス
ト
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
食
す
る
快
楽
へ
の
断
念
、
食
欲
の
放
棄
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ

る
地
上
的
快
楽
に
対
す
る
禁
欲
、
そ
し
て
探
究
｜
｜
書
く
こ
と
へ
の
専
念
を
意
味
し
て
い
た
。
カ
フ
カ
は
生
命
力
に
乏
し
い
人
で
あ
っ

た
。
自
身
食
欲
の
衰
え
に
悩
み
、
胃
の
た
め
に
食
を
絶
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
或
る
目
、
ヵ
フ
カ
は
そ
う
い

i
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る

マ
ッ
ク
ス
・
プ
ロ

l
ト
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

の芸術家

つ
ま
り
食
べ
る
こ
と
と
か
、
事
務

そ
れ
は
正
し
い

O
i－
－
－
こ
の
不
可
能
性
は
実
際
存
在
す
る
。
食
べ
る
こ
と
等
々
の
不
可
能
性
が
ね
。
た
だ
そ
れ
が
結
婚
の
不
可
能
性
ほ
ど
ひ

（

7
）
 

ど
く
は
目
立
た
な
い
だ
け
な
の
だ
己

「
君
は
、
完
全
へ
の
志
向
が
女
性
へ
の
到
達
を
僕
に
妨
げ
て
い
る
の
な
ら
、
同
様
に
他
の
全
て
の
も
の
を
、

・
の
仕
事
等
々
を
、
僕
に
不
可
能
に
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

禁欲

こ
の
手
紙
で
は
女
性
（
結
婚
）
と
食
す
る
こ
と
が
並
べ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
結
婚
は
、
カ
フ
カ
が
作
家
｜

l
芸
術
家
と
し
て
の
生
活
と
、

市
民
的
生
活
と
を
両
立
さ
せ
う
る
か
ど
う
か
の
き
わ
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
彼
は
三
度
婚
約
し
て
ゴ
一
度
破
棄
し
て
い
る
。
彼

は
結
局
書
く
こ
と
の
為
に
結
婚
と
い
う
生
の
喜
び
を
断
念
し
た
。
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
づ
け
な
か
っ
た
、
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
し

れ
な
い
。
以
下
食
べ
る
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
快
楽
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
た
だ
力
フ
カ
が
自
分
で
言
っ
て
い

る
よ
う
に
、
彼
の
生
活
で
最
も
め
だ
つ
の
が
結
婚
へ
の
禁
欲
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

断
食
を
し
た
若
い
頃
か
ら
最
早
ず
い
分
時
が
経
っ
て
い
る
今
、
話
者
は
こ
う
語
る
。

11 
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「
今
で
も
断
食
が
、
私
の
探
究
に
は
最
後
の
最
も
強
力
な
手
段
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
断
食
に
よ
っ
て
道
は
通
じ
る
。
至
高
の
も
の
に
は
、
も

し
そ
れ
が
到
達
で
き
る
も
の
な
ら
ば
、
至
高
の
業
績
だ
け
が
到
達
で
き
る
の
だ
。
至
高
の
業
績
と
は
、
我
々
に
あ
っ
て
は
自
由
意
志
に
よ
る
断

食
の
こ
と
な
の
だ
己

（
二
七

O）

カ
フ
カ
作
品
の
主
人
公
は
常
に
至
高
の
も
の
（

ι
2
2
r
r
z）
を
求
め
て
き
た
。

の
田
舎
か
ら
来
た
男
も
『
訴
訟
』

の
K
も
『
提
の
前
で
』
（
〈
O
同

r
E
C
2
2
N）

の
ヨ

l
ゼ
フ
－

K
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
城
、
提
、
裁
判
所
と
い
う
名
の
至
高
の
も
の
を
求
め
て
い
た

『城」

の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
段
を
尽
し
て
探
究
を
し
、
至
高
の
も
の
に
到
達
し
よ
う
と
望
ん
で
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ

き
な
の
は
、
禁
欲
そ
れ
自
体
を
業
績
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
至
高
の
も
の
に
到
達
す
る
に
は
多
大
の
犠
牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

は
当
然
だ
が
、
犠
牲
を
捧
げ
さ
え
す
れ
ば
求
め
る
も
の
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
は
あ
る
意
味
で
は
幼
児
的
で
あ
る
。
断
食

芸
人
や
ヨ
ゼ
フ
ィ

l
ネ
が
幼
児
的
な
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
求
め
る
も
の
に
具
体
的
に
近
づ
い
て
ゆ
か
な
い
禁
欲
そ
れ
の
み
で

は
、
求
め
る
も
の
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
禁
欲
を
し
犠
牲
を
は
ら
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
も
ら
い
、
求
め
る
も

の
を
与
え
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
頭
上
に
は
、

沈
黙
し
全
く
答
え
て
く
れ
な
い
に
せ
よ
、

常
に
あ
る
種
の

絶
対
者
が
い
た
の
で
あ
る
。
禁
欲
者
達
は
不
安
だ
っ
た
か
ら
、
自
分
の
業
績
に
対
し
て
人
々
の
承
認
を
も
必
要
と
し
た
。
探
究
す
る
犬

は
「
私
は
皆
を
私
の
仕
事
の
証
人
に
し
よ
う
と
し
た
。
皆
が
証
人
に
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
は
、
私
に
は
私
の
仕
事
以
上
に
大
切
で
す
ら

あ
っ
た
」
（
二
六
二
）
と
語
る
。
断
食
芸
人
は
だ
か
ら
観
衆
に
帽
を
売
り
、
観
衆
の
賞
讃
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
最
後
に

は
、
話
者
も
断
食
芸
人
も
世
間
に
証
人
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
放
棄
し
、
孤
独
の
中
で
頭
上
に
む
か
つ
て
の
み
犠
牲
を
捧
げ
る
に
い

た
る
。
話
者
が
断
食
と
い
う
手
段
を
講
ヒ
る
さ
い
に
期
待
し
て
い
た
の
は
、

「
糧
が
上
か
ら
お
り
て
き
て

大
地
の
ほ
う
は
気
に
か
け



ず
、
入
れ
て
も
ら
わ
う
と
し
て
私
の
歯
を
と
ん
と
ん
と
た
た
く
」

」
と
だ
っ
た
。
こ
の
場
合
犠
牲
は
断
食
（
禁
欲
）

で
あ

（
二
六
七
）

り
、
そ
の
志
は
持
っ
て
い
る
と
素
晴
し
い
業
績
を
あ
げ
た
と
、
認
め
て
も
ら
え
た
し
る
し
が
糧
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
話
者
の
実
験
は
ど
う
い
う
結
果
に
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
彼
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
飢
え
の
左
変
な
苦
し
み
を
味
わ
う
の

だ
が
、
そ
の
中
で
彼
は
、
断
食
に
関
す
る
提
言
2
2
N
）
の
中
の
対
話
の
正
し
い
解
釈
を
悟
る
に
到
る
。
そ
の
舟
話
の
内
容
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。

「
我
々
の
賢
者
の
う
ち
の
一
人
が
、
断
食
を
禁
ず
る
と
い
う
意
図
を
表
明
し
た
。
そ
う
す
る
と
他
の
一
人
の
賢
者
が
そ
れ
を
い
さ
め
て
、

.., 
p 

禁欲の芸術家

っ
た
い
、
い
つ
か
断
食
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
？
』

と
問
う
た
。
そ
こ
で
第
一
の
賢
者
は
も
っ
と
も
だ
と
思
い
、
禁
止
を
さ
し
控

え
た
4

（
二
七
二

提
の
中
の
こ
の
対
話
に
関
し
て
、
多
く
の
解
釈
者
は
、
断
食
は
結
局
禁
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
自
由
で
あ
る
と
い
ヲ
解
釈
を
し
て
い
る
。
し

か
し
話
者
の
悟
っ
た
こ
の
対
話
の
真
意
は
こ
う
で
あ
る
。

「
第
一
の
賢
者
は
断
食
を
禁
じ
よ
う
と
し
た
。
賢
者
が
望
む
ほ
ど
の
こ
と
は
起
き
た
も
同
然
な
の
だ
。
だ
か
ら
断
食
は
禁
ピ
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

第
二
の
賢
者
は
彼
に
賛
成
し
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
断
食
を
不
可
能
だ
と
す
ら
し
た
。
そ
こ
で
第
一
の
禁
止
に
第
三
の
禁
止
、
つ
ま
り
犬
の
本

性
自
体
に
よ
る
禁
止
が
重
な
っ
た
。
第
一
の
賢
者
は
こ
れ
を
悟
っ
て
明
確
な
禁
止
を
さ
し
控
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
全
て

（同前）

説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
犬
達
に
、
分
別
を
働
か
せ
自
分
自
身
に
断
食
を
禁
ず
る
こ
と
を
命
じ
た
の
だ
己

13 
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断
食
が
動
物
の
、
人
聞
の
本
性
に
反
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
こ
と
だ
。
そ
れ
は
生
の
衰
弱
と
死
を
も
た
ら
す
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
つ
て
話
者
は
、
音
楽
家
の
犬
達
の
恥
ず
べ
き
行
為
を
本
性
に
反
し
て
い
る
と
し
て
非
難
し
た
が
、
こ
こ
で
彼
も
同
様
の
誤
ち
を
犯
す

に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
、
音
楽
家
と
話
者
が
芸
術
家
｜
｜
探
究
者
と
し
て
同
類
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
う
い
う
認
識
を
得
た
結
果
、
彼
は
理
性
に
従
っ
て
挫
折
感
を
持
た
ず
断
食
を
や
め
る
こ
と
も
で
き
た
。
し
か
し
彼
は
苦
痛

の
中
に
、
断
食
を
続
け
る
「
誘
惑
」

（
二
七
二
）

を
感
じ
、
そ
れ
に
「
み
だ
ら
に
」

同
前
）
従
っ
て
い
く
（
我
々
は
此
処
で
禁
欲
の

苦
痛
が
あ
る
種
の
快
楽
に
変
ピ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
）
。
だ
が
実
際
、
話
者
に
は
断
食
を
や
め
て
皆
の
所
へ
戻
る
だ
け
の
力
も
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
彼
は
激
し
い
孤
独
感
に
お
そ
わ
れ
る
。
世
聞
か
ら
離
れ
、
孤
独
の
中
で
禁
欲
に
励
ん
だ
の
は
何
故
だ
っ
た
の
か
。

「
こ
の
、
真
理
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
者
は
誰
も
い
な
い
虚
偽
の
世
界
か
ら
真
理
に
達
す
る
為
だ
っ
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
虚
偽
の
市
民
で

あ
る
私
も
真
理
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
真
理
は
そ
れ
程
遠
く
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
私
も
、
私
が
思

っ
て
い
た
程
孤
独
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
皆
に
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
自
分
に
見
捨
て
ら
れ
て
い

た
の
だ
。
失
敗
し
て
、
死
ん
で
い
く
こ
の
私
に
己

（二七一二）

事
実
話
者
は
見
捨
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
地
の
下
に
い
る
者
も
、
地
の
上
に
い
る
者
も
、
天
に
い
る
者
も
、
誰
も
私
の
こ
と
な
ど

か
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
」

間
前
）

よ
う
に
思
え
た
が
、
猟
犬
が
彼
の
も
と
へ
来
て
、
彼
に
皆
の
も
と
へ
、

つ
ま
り
食
物
の
あ
る
と
こ

ろ
へ
帰
る
だ
け
の
力
を
与
え
る
。
話
者
が
最
初
に
期
待
し
て
い
た
、
上
か
ら
お
り
て
き
て
自
然
に
口
に
は
い
る
糧
は
与
え
ら
れ
な
か
っ

た
が
、
少
な
く
と
も
彼
は
、
そ
の
志
は
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
だ
。
彼
に
そ
れ
だ
け
の
力
を
与
え
た
の
は
猟
犬
の
「
歌
L

で
あ

る



芸術家

話
者
は
飢
え
に
弱
り
き
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
猟
犬
の
歌
に
駆
り
た
て
ら
れ
て
官
官
ロ
）
友
人
達
一
の
も
と
へ
、
す
な
わ
ち
、

食
物
の
あ
る
と
こ
ろ
へ
、
普
通
人
の
日
常
生
活
へ
と
走
り
帰
る
。
糧
に
導
く
音
楽
と
い
う
の
は
、
『
変
身
』

3
5
〈

2
3ロ丘
gm）
に

も
登
場
し
て
い
る
。
グ
レ
ゴ

l
ル
は
人
聞
か
ら
虫
に
変
わ
っ
て
以
来
、
食
べ
物
の
好
み
も
変
わ
っ
て
し
ま
い
一
、
何
も
食
べ
ら
れ
な
く
な

（

8
）

一

る
。
人
の
食
べ
る
も
の
を
見
て
、
「
僕
に
は
食
欲
が
あ
る
さ
：
：
：
だ
け
ど
こ
ん
な
も
の
に
ピ
ゃ
な
い
」
と
思
う
の
だ
が
、
或
る
臼
妹
の
弾

く
バ
イ
オ
リ
ン
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
感
動
に
襲
わ
れ
る
。

「
音
楽
に
こ
の
よ
う
に
感
動
す
る
と
い
う
の
に
、
彼
は
動
物
な
の
だ
ろ
う
か
？
彼
に
は
、
焦
が
れ
て
い
る
未
知
の
糧
へ
の
道
が
明
ら
か
に
な
る

（

9
）
 

か
の
よ
う
な
気
が
し
た
己

つ
ま
り
口
に
あ
う
食
物
が
な
い
、
と
い
う
の
は
断
食
芸
人
も
持
っ
て
い
た
悩
み

だ
っ
た
。
彼
等
は
、
自
分
達
の
欲
求
を
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
見
あ
た
ら
ぬ
も
の

食
欲
を
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
食
物
が
み
あ
た
ら
な
い
、

禁欲の

に
飢
え
て
（

E
ロ問。
E
）
苦
し
む
の
で
あ
る
。
憧
れ
の
未
知
の
糧
と
は
、
ど
う
し
て
も
満
た
さ
れ
な
い
欲
求
と
か
一
つ
え
を
癒
し
、
鎮
め
て
く

れ
る
も
の
と
し
て
の
救
済
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
救
済
は
こ
の
世
に
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
。
断
食
芸
人
も
グ
レ
ゴ

i
ル
も
飢
え

た
ま
ま
で
、
飢
え
の
為
に
死
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
食
事
は
『
変
身
』
に
お
い
て
一
種
の
、
人
間
閏
係
を
あ
ら
わ
す
軸
と
な
っ

て
い
る
。
グ
レ
ゴ

l
ル
は
自
分
が
何
を
食
べ
た
い
の
か
も
わ
か
ら
ず
に
、
食
堂
へ
何
と
か
し
て
入
り
た
い
主
思
う
。
食
堂
の
座
卓
は
明

15 

ら
か
に
家
族
困
難
の
象
徴
で
あ
る
。
彼
は
家
族
に
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
る
の
だ
。
食
欲
が
な
い
一
に
も
関
わ
ら
ず
食
物
に
執

着
し
だ
し
た
の
は
、
家
族
に
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
食
物
へ
の
執
着
は
、
家
族
へ
の
執
着
を
一
意
味
す
る
。
ま
た
、
そ
の

食
堂
の
座
卓
を
家
族
が
下
宿
人
達
に
明
け
渡
し
、
彼
等
に
食
事
を
奉
仕
し
、
自
分
達
は
台
所
に
追
い
や
ら
れ
一
て
食
事
す
る
と
い
う
と
こ
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ろ
に
、
下
宿
人
と
グ
レ
ゴ

l
ル
の
家
族
の
力
関
係
が
如
実
に
出
て
い
る
（
こ
の
力
関
係
は
、
家
族
の
弱
味
？
あ
る
グ
レ
ゴ

l
ル
が
死
ぬ

こ
と
に
よ
っ
て
逆
転
す
る
）
。
グ
レ
ゴ

l
ル
に
未
知
の
糧
へ
の
道
を
さ
し
示
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
音
車
は
、
妹
の
弾
く
バ
イ
オ
リ

ン
だ
っ
た
。
グ
レ
ゴ

i
ル
は
元
来
音
楽
を
好
ま
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
を
感
動
さ
せ
た
の
は
音
楽
そ
れ
自
体
の
魅
力
で
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
此
処
で
も
音
楽
は
聞
く
者
を
鼓
舞
し
、
力
づ
け
る
役
目
を
は
た
す
。
探
究
す
る
犬
は
皆
の
も
一
と
へ
走
り
帰
っ
た
が
、
グ

レ
ゴ

l
ル
は
妹
へ
の
執
着
を
行
動
に
移
し
て
、
妹
を
独
占
す
る
べ
く
人
間
達
に
向
か
っ
て
い
く
。
勿
論
そ
れ
一
は
失
敗
に
終
わ
る
の
だ
が
。

拐
、
話
者
は
猟
犬
の
歌
を
体
験
し
た
後
、
食
物
の
研
究
ば
か
り
で
な
く
音
楽
の
研
究
に
も
手
を
拡
げ
よ
う
一
と
す
る
。
し
か
し
物
語
が

其
処
で
途
切
れ
て
い
る
の
で
、
我
々
は
話
者
の
探
究
の
内
容
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
が
、
我
々
自
身
一
で
カ
フ
カ
の
「
音
楽
」

つ
い
て
一
考
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

三
、
音
楽

に
は
、
音
楽
が
三
回
登
場
す
る
。
音
楽
家
の
犬
達
の
音
楽
と
、
糧
を
得
る
為
の
歌
、
ぞ
し
て
猟
犬
の
歌
で
あ
る
。

音
楽
家
達
の
音
楽
に
つ
い
て
は
既
に
見
た
。
糧
を
得
る
為
の
音
楽
と
は
、
地
の
上
に
糧
を
呼
び
出
す
為
に
必
要
な
、
呪
文
と
音
楽
と
踊

り
と
い
う
一
連
の
行
為
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
話
者
の
考
え
に
よ
れ
ば
そ
の
行
為
は
、
学
問
に
記
し
て
あ
る
の
と
は
異
っ
て
本
来
上

か
ら
や
っ
て
く
る
糧
を
お
り
て
来
さ
せ
る
為
の
作
業
で
あ
る
。
つ
ま
り
歌
は
、
呪
文
と
踊
り
と
共
に
、
糧
へ
一
の
呼
び
か
け
、
あ
る
い
は

糧
を
与
え
て
く
れ
る
者
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

音
楽
家
の
音
楽
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
こ
の
音
楽
が
尋
常
の
音
楽
で
な
い
こ
と
は
既
に
見
た
。
そ
れ
耳
、
犬
達
の
あ
ら
ゆ
る
身

『
或
る
犬
の
探
－

Z



ぶ
り
や
動
き
、

ま
た
非
常
に
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
調
べ
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
音
楽
は
話
者
の
理
解
を
越
え
て
い
る
。
話
者
は
そ
の

未
熟
さ
故
に
錯
乱
し
、
そ
の
力
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
音
楽
が
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
話
者
は
そ
の
呼
び
か
け
を

理
解
し
得
な
か
っ
た
。
話
者
の
側
か
ら
の
質
問
も
無
視
さ
れ
て
、
双
方
の
意
志
伝
達
は
皆
無
だ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
拒
絶
の
体
験
に

よ
っ
て
話
者
は
子
供
時
代
に
訣
別
し
、
探
究
生
活
へ
と
入
る
。
音
楽
家
の
音
楽
は
、
結
果
的
に
は
話
者
を
班
究
へ
導
い
た
こ
と
に
な
る
。

猟
犬
の
歌
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
最
初
か
ら
音
楽
の
予
感
は
あ
る
。

「
飢
え
で
研
ぎ
す
ま
さ
れ
た
感
覚
で
、

私
は
こ
の
犬
に
何
も
の
か
を
見
た
、
あ
る
い
は
聞
い
た
の
だ
。
そ
れ
は
初
め
は
芽
生
え
た
ば
か
り
で
あ
っ

芸術家

た
、
が
、

次
第
に
成
長
し
、
近
づ
い
て
き
た
。
私
に
は
も
う
わ
か
っ
て
い
た
。
自
分
が
ど
ん
な
風
に
し
た
ら
立
ち
主
が
れ
る
の
か
、

A
7
は
ま
だ

想
像
で
き
な
く
と
も
、
こ
の
犬
は
勿
論
私
を
追
い
払
う
力
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
4

（
二
七
四
l
五
）

の欲

や
が
て
話
者
は
猟
犬
が
胸
の
奥
深
く
か
ら
歌
い
始
め
る
の
に
気
づ
く
。
だ
が
猟
犬
は
、
歌
が
聞
こ
え
て
い
る
と
話
者
が
思
う
に
も
関
わ
ら

と圭一守
7
0
音
楽
は
此
処
で
も
尋
常
の
音
楽

禁

ず、

（
二
七
五
）

「
僕
は
歌
う
よ
。
じ
き
に
。
だ
が
ま
だ
だ

O
i－
－
－
用
意
し
て
い
た
ま
え
」

で
は
な
い
。
音
楽
家
の
犬
と
同
様
に
猟
犬
は
歌
っ
て
い
な
い
。
話
者
は
「
彼
か
ら
離
れ
た
旋
律
が
、
そ
れ
独
自
の
法
則
に
従
っ
て
空
気

よ
う
な
感
に
襲
わ
れ
る
o

一
さ
ら
に
ま
た
「
最
も
い
け

中
を
漂
い
：
：
：
た
だ
私
だ
け
を
、
私
の
方
、
だ
け
を
め
ざ
し
て
い
る
」

（
二
七
六
）

な
い
の
は
、
こ
の
旋
律
が
た
だ
私
の
為
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
こ
と
だ
J

た己

感
じ
る
も
の
、

（
同
前
）
猟
一
犬
の
音
楽
は
話
者
だ
け
が

つ
ま
り
他
の
者
が
聞
く
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
な
音
楽
で
は
な
い
何
か
、
を
さ
す
。
一
「
私
だ
け
を
め
ざ
し
て
い

17 

こ
の
音
楽
は
、
話
者
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。
そ
し
て
話
者
は
ま
さ
に
こ
の
時
呼
び
か
け
を
待
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
白
か
ら
口

に
入
っ
て
く
る
糧
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
話
者
が
孤
独
の
淵
に
沈
み
、
皆
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
と
思
い
一
込
ん
だ
時
に
、
呼
び
か
け

ヲ

Q
」
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を
携
え
て
猟
犬
が
彼
の
も
と
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
音
楽
家
達
に
出
会
っ
た
と
き
に
は
彼
は
ま
だ
未
熟
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
音

楽
を
理
解
で
き
ず
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
猟
犬
の
音
楽
か
ら
は
と
に
か
く
あ
る
種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
取
っ
た
の
で
あ
る
o
『或

る
犬
の
探
究
』

に
出
て
く
る
電
話
の
歌
声
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

K
は
電
話
線
を
通
じ
て
は
城
に
達
し
得

た
。
だ
が
本
来
な
ら
ば
強
力
な
伝
達
手
段
で
あ
る
べ
き
電
話
が
、
此
処
で
は
意
志
伝
達
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
耳
に
入
っ
て
く

（叩）

る
の
は
「
遠
く
の
、
非
常
に
遠
く
の
声
か
ら
成
る
歌
」
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
ざ
わ
め
き
で
あ
る
。
し
か
し
識
者
に
言
わ
せ
る
と
「
こ
の

（日）

ざ
わ
め
き
と
歌
が
唯
一
の
正
し
く
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
」
な
の
だ
。
村
人
も
K
も
こ
の
ざ
わ
め
き
と
歌
か
ら
は
何
も
聞
き
と
る
こ

と
同
年
に
喜
か
れ
た

『城』

と
は
で
き
ず
、
意
志
の
疎
通
は
な
い
。
だ
が
人
々
は
電
話
の
向
こ
う
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
も
の
を
「
歌
L

と
呼
び
、

「
唯
一
の
正
し
く

て
信
頼
で
き
る
も
の
」
と
考
え
る
。
そ
れ
は
城
の
呼
び
か
け
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
呼
び
か
け
に
対
す
る
人
々
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
な

の
で
あ
ろ
う
。

K
が
獲
得
で
き
た
も
の
は
そ
う
い
う
ほ
と
ん
ど
了
解
不
能
な
よ
び
か
け
だ
け
で
あ
る
。

K
は
や
っ
て
き
た
当
初
か

ら
城
の
拒
絶
に
で
あ
い
、
城
に
到
達
す
る
為
の
あ
ら
ゆ
る
試
み
と
探
究
を
尽
く
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
城
は
彼
に
対
し
て
沈
黙
を
守
り
続

け
る
。

探
究
す
る
犬
も
同
様
だ
っ
た
と
言
え
る
。
音
楽
家
の
犬
達
は
「
音
楽
」

を
伝
え
つ
つ
、
彼
の
聞
い
に
は
答
え
ず
沈
黙
し
て
い
る
。
話

者
は
、
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
を
「
我
々
の
提
は
常
に
無
条
件
に
要
求
し
て
い
る
」

（
二
三
九
）

と
言
U
、
問
い
か
け
に
答
え
な
い

犬
達
の
行
為
を
罪
と
呼
ぶ
。
だ
が
彼
等
の
行
為
に
対
す
る
驚
博
は
話
者
が
未
熟
な
、
世
間
を
知
ら
な
い
子
供
だ
っ
た
か
ら
な
の
だ
。
話

者
が
彼
等
と
の
出
会
い
か
ら
子
供
時
代
の
幸
福
と
訣
別
し
、
探
究
生
活
へ
、
大
人
の
生
活
へ
と
入
る
と
周
囲
を
、
沈
黙
が
支
配
し
て
い
る

（
二
四
七
）

が
子
供
の
時
、
音
楽
家
達
に
呼
び
か
け
て
も
彼
等
が
黙
っ
て
い
た
あ
の
当
時
と
大
し
て
変
わ
り
は
な
か
っ
た
」

こ
と
に
気
づ
く
。
話
者
が
間
い
続
け
る
の
に
、
他
の
者
達
の
「
決
定
的
な
事
柄
に
関
す
る
沈
駄
じ

は
固
い
。

「
そ
れ
は
私

（
同
前
）

と
は
話
者
の



感
懐
だ
が
、
音
楽
家
達
と
の
出
会
い
が
、
拒
絶
の
体
験
の
始
ま
り
で
あ
り
、
話
者
は
こ
の
時
以
来
拒
絶
を
受
け
続
け
る
の
で
あ
る
。
提

が
守
ら
れ
る
の
は
当
然
だ
と
信
じ
て
い
た
、
つ
ま
り
世
界
の
あ
る
べ
き
姿
が
現
実
に
存
在
す
る
と
信
じ
て
い
一
た
話
者
に
、
子
供
っ
ぽ
い

と
言
え
る
程
に
素
朴
な
、
そ
し
て
同
時
に
感
性
の
鋭
す
ぎ
る
魂
が
見
ら
れ
る
。
周
囲
の
沈
黙
に
堪
え
る
手
段
は
話
者
に
と
っ
て
聞
い
か

は
沈
黙
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
者
、
文
字
通
り
空
気
に
飢
え
て
そ
れ
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
者
だ
。
他
の
者

逮
は
沈
黙
の
中
で
居
心
地
良
げ
に
み
え
る
。
成
程
そ
れ
は
、
落
ち
着
い
て
演
奏
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
実
際
世
非
常
に
興
奮
し
て
い
た
音

楽
家
遠
の
場
合
の
よ
う
に
、
み
せ
か
け
だ
け
な
の
だ
が
、
こ
の
見
せ
か
け
は
強
い
。
そ
れ
に
打
ち
勝
と
う
と
し
て
古
、
誰
の
攻
撃
も
も
の
と
も

さ
れ
な
い
の
だ
。
一
（
二
五
五
｜
六
）

沈
黙
し
て
い
な
い
者
も
な
か
に
は
い
る
。
総
じ
て
み
れ
ば
、
年
寄
り
が
沈
黙
し
て
い
る
の
に
比
べ
、
若
い
主
は
聞
い
た
が
る
。
空
中
犬

は
大
変
鏡
舌
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
鏡
舌
は
無
意
味
だ
。
ど
ち
ら
も
話
者
の
仲
間
で
は
な
い
。
話
者
の
孤
独
且
さ
け
難
い
が
、
彼
は
孤
独

を
大
変
怖
れ
て
い
る
。
か
つ
て
断
食
を
試
み
た
時
、
断
食
を
続
け
る
誘
惑
に
駆
ら
れ
た
の
も
、
一
つ
に
は
そ
の
一
孤
独
と
周
囲
の
沈
黙
を
怖

れ
る
気
持
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
「
至
る
所
に
騒
音
が
し
た
。
今
ま
で
の
人
生
で
眠
っ
て
い
左
世
界
が
、
私
の
断
食
に
よ

っ
て
眼
覚
め
た
よ
う
に
見
え
た
。
私
は
も
う
決
し
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
思
い
が
し
た
。
そ
ー
し
た
ら
、
解
放
さ
れ
て
喧

し
く
音
を
た
て
て
い
る
世
界
を
再
び
黙
ら
せ
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
か
ら
。
私
は
そ
れ
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
己
（
二
七
二
）
だ
が
話
者

の
孤
独
を
い
く
ら
か
で
も
救
っ
て
く
れ
る
そ
れ
は
、
音
楽
で
は
な
く
内
騒
音
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ
故
猟
犬
一
に
よ
っ
て
「
音
楽
」
が
も

断
食
の
誘
惑
は
去
る
の
で
あ
る
一
。
音
楽
と
は
す
な
わ
ち
沈

け
で
あ
る
。

「
我
々
〔
話
者
と
そ
の
同
類
〕

の芸術家禁欲19 

た
ら
さ
れ
る
と
「
森
は
そ
の
荘
厳
さ
に
押
し
黙
っ
て
し
ま
い
」

（
二
七
六
）
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（

ロ

）

（

日

）

黙
の
中
に
も
た
ら
さ
れ
た
呼
び
か
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
い
て
い
の
場
合
理
解
し
難
い
も
の
で
ス
そ
れ
故
か
す
か
な
希
望
は
ま
す
ま
す

か
す
か
な
も
の
と
な
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
あ
る
種
の
甘
美
さ
は
保
ち
続
け
て
、
音
楽
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
音
響
は
い
ず
れ
も
、
何
か
不
可
解
な
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
フ
カ
に
あ
っ
て
は
、
最
後
の
希
望
ま
で
も
が
元
来
伝
達
能
力
の
な
い

音
楽
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
上
に
不
可
解
さ
が
つ
け
加
わ
り
、
ま
す
ま
す
何
か
を
聞
き
と
る
こ
と
は
困
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世
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あ
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。
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れ
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、
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フ
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で
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葉
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し
あ
う

こ
と
が
不
可
能
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
探
究
を
続
け
る
犬
は
、
自
分
が
何
か
間
違
い
を
犯
し
た
に
違
い
な
い
、
と
思
お
う
と
す
る
。

「
私
が
そ
ん
な
間
違
い
を
犯
し
て
い
な
く
て
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
長
い
生
涯
を
か
け
た
真
面
目
な
仕
事
に
よ
っ
て
望
む
も
の
に

到
達
で
き
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
の
望
む
も
の
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
完
全
な
絶
望
が
生
、
ず
る
」
（
二
五

O
）
か
ら
で

あ
る
。
何
処
か
に
間
違
い
が
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
い
た
ま
し
い
程
に
無
垢
与
心
を
カ
フ
カ
は
持
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
我
々
に
は
、
こ
の
世
界
の
不
可
解
さ
に
悲
し
げ
に
眼
を
見
張
っ
て
い
る
カ
フ
カ
の
顔
が
見
上
る
。
カ
フ
カ
が
芸
術
家
だ

っ
た
。
そ
の
著
作
は
、
禁
欲
の
所
産
で
あ
り
、

カ
フ
カ
の
生
き
る
試
み
な
の
で
あ
っ
た
。

テ
キ
ス
ト

同ロ
H
C
S
R
Hミ
ミ
町
持
司
匂
《
リ
マ
ミ
句
、
同
・

民間・

司

E
ロN
剛
ハ
釦

p
m
w

』宮内

bミ
宮
高
町
宮
内
句
』
門
由
、
号
、
』
・
～
〈
ミ
司
～
～
町
、

o
h
b
h
N
N
S
W
A
E
D
B
s
s
a
s
sミ
ミ
白
内
』
』

g－

dZ》ロ

F由
mw
何

回

同

O
L
・

zm宅
J
「
O
同

rH

〈

∞n
r
o
n
r
o
ロ

Z
Z
E
｛

N
宅
2
5
〉
C
J
m
r
o）

・

回
L
・



テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
の
ペ

1
ジ
は
本
文
中

で
示
し
た
。
ヵ
フ
カ
の
他
の
作
品
か
ら
の
引
用
は

csミ
ミ
ミ
込
町
ミ
ミ
マ

5

同ヨ
H

内一寸見コ
ι
。ロ

ェ
明
・
〈
。
コ

7
i
r
x

回同
O
L
・「戸
N
0
3
N
知己切目釦
r
h

〈
。
コ
∞
円
r
o
円r
o
D

∞
o
o
r
ω
2
0
〈〈

J

ぺ
C
ユハ・町
J
山口「『
C
Z
ω

ヨ
7
－E
ロ
日
∞
－

明
石
町

r
m同
日

甲

u
o
h
．
に
よ
り
、
注
に
入
れ
て
き
さ

M

と
略
す
。
引
用
中
の
圏
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

注

芸術家

1 

凶・凶凶品『・

成
立
時

事
、
ミ
マ
ミ
R
E
Hミ
さ
4
5ミ
ミ
室
、
吋
旬
、
ミ
む
な
＼
尽
き
ト
E
k
n
2
K
2号
、
町
、
3
h
b
E同
九
町
三
」
イ
ピ
ユ
E
h－
町っ吋釦コ
r
h
c
z

－也凶』
u

－
期
に
関
し
て
は
玄
と
2
5
℃

2
－2
5
L
穴一泊

5
4〈よ
2
z
n
r－
U
ミ
可
否
認
ミ
ミ
～
込
町
、
同
3nu号
、
言
可
欠
ぬ
お
、

a

－
M

同日

出町品洋平』旬、三百号呂ミ

玄
E
n
Zコ

E
s
t－
ωoロ
L

。2
2
z
u

コγ

"' トJ

以
下
カ
フ
カ
の
作
品
の
成
立
時
期
は
全
て
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
い
る
。

日7

のfix 

（2
）
カ
フ
カ
の
造
語
に
よ
る
こ
の
名
は
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
語
（
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
語
）
で
、
詐
欺
師
、
ほ
ら
吹
き
の
意
を
持
つ
E
P
E
3
ω
円『

禁

に
由
来
す
る
、
と

H
・
ポ
リ
ツ
ア
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
カ
フ
カ
の
言
葉
の
使
い
方
は
し
か
し
、
む
し
ろ
「
与
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

〈百一－

Z
E
コN

勺。＝
zm
～リミ、吋川町ミ
hyp

号、
h
u
r
h之内、
J

C
口

Z
Z
一。「円
muau咽

凶
・
ふ
U
N
・

（3
）
猟
犬
に
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
カ
フ
カ
の
手
紙
に
よ
っ
て
も
後
付
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
、
自
分
を
森
の
獣
に

な
ぞ
ら
え
て
恋
人
ミ
レ
ナ
と
の
出
会
い
を
描
い
た
箇
所
が
あ
る
が
、
こ
の
箇
処
は
多
く
の
点
で
猟
犬
の
話
と
一
致
し
て
お
り
、
猟
犬
と

〈

0
3

者二－
Y
Z
ω
ω
m
－

ミ
レ
ナ
の
問
に
強
い
連
想
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
')Q 

甲晴、町、常国、町内、

s
h
b
r
a
K
M
E
M
H
・

聞け吋山口
r
p
z
H
U
U
N
U

ω－
N
N
凶町・

21 

（4
）司、内込町

U
2
～U
3
h
n
h
h
。至宝－

∞－

N
J
U
N
・

『
り
同

ω
ロ
r
h
c
Z
H由市山
u
・



自
（

凹
）

阪
rke.

D
a
s
 Schlo/J. 

R
o
m
a
n
.
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
1
9
6
7
,
 

S. 
345. 

（。）
Werke. 

Tagebucher 
1910-1923. 

F
日

nkfurt
1
9
5
1
,
 

S. 
229. 

（ト）
Werke. 

Brie｝を
1902・

1924.
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
1
9
6
6
,
 

S. 
295. 

(
 

oo) 
W
 erke. 

Erziihlungen. 
F

間
1！

巾
rt

1
9
5
2
,
 
S. 

128. 

（。）
E
b
d～

s. 
130. 

（ヨ）
D
a
s
 Sch/o!J. 

S. 
32. 

（口）
Ebd. 

S. 
107. 

（
~
）
民
・

＇.＇，.！
入

、
一

当
特

ト
吹

Q
如長指令

（＜；！＇
~
日
目
遣
と
よ
竺
4十1＼

－
－
＇
刊
、
伊
右
や

.，，μ
E; Al誕

’
わ
や
士
ト
ノ
術
吋
ト
ノ
：
二
子
。
。

~m提
削
除

E;iく
刑
台
、
「
「
ト
干

ト
，
入
吋
間
E
S
星雲

[
§
1
8
主
主
国
製
剣
平
ノ
ペ
zγ

判
E
栄R

8
自
主
駅
さ
主
ぐ

1ト
！
ト
ャ
期
E
8
：
$
妥
沼
早
ノ
ペ
~
＇
判
E黙
さ
主
ペ
恥
午
主
将
在

lll(8夜量平－＇
4♀
時
制
作
0

＊
纏

'.1~
士
子
。
判
目
減
8
0
片
容
さ
2

’
町
並
記
主
役

6.,,PE;~.Jj\l'樋
'.1t<(.；：二トJ必

1浴
剤

_ll'lltl{l~予（＇＂＂o
V
g
し

H
a
i
t
ロrnt

B
i
n
d
e
r
:
 

K
q成

ω

Hebrii
町

hstudi附
1
.
 Ein b

i
o
v
a
o
h
町

h-interoretatorischer
Versuch. 

In: 
J
 

a
h
 

527-556.
北

6J＿（＼’~＇.1
D
e
r
s
e
l
b
e
:
 

K
q
f
k
a
-
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
 samtlichen 

Erziihlungen. 
M
i
.
i
n
c
h
e
n
 
1
9
7
5
,
 
S
 
2
6
8
 ff., 

2
8
5
,
 

288f. 

（口）
~m総
決
兵
士
Q
長
会
必
化

6::',.,,PE;\J~l{l8
士y

f::
「＂

f::
8
株
判
E縦
割

.，，µ~恥
会
や
ト

J
：
二
の
よJ刊＼！＂＂＇＇心4二子。。

Vgl.
Tai<ebiicher. 

S. 

l
 89f. 

（わ〈：［ゆ話室
Hド）



SUMMARY 

Der Kiinstler als Asket 

-Uber Katkas }>Forschungen eines Hundes≪ー

Teruko lsHIMITSU 

Aus den 》Forschungeneines Hundes ≪ kann man einige Motive heraus-

arbeiten, mit denen sich Kafka in seinen letzten Jahren besonders viel 

beschaftigt hat, niimlich das Kiinstlertum, das Hungem und andere damit im 

Zusammenhang stehende Motive. Das Hungem steht fiir Askesen auf alien 

Gebieten des Lebens, d. h. es ist bei Kafka ein bedeutendes Mittel des 

Kiinstlers als eines Asketen oder eines Forschenden. Der Autor hat den 

Kiinstler in den Gestalten der Musikerhunde und der Lufthunde ironisch 

dargestellt, die negative Seiten des Kiinstlers zeigen, z. B. das Schamlose, das 

Unsinnige usw. Dagegen verkorpem die Jager-Gestalt und der Ich・Erziihler

den Kiinstler als einen Forschenden. Der leiトErziihlerforscht, um das 

irdische Leben ertragen zu kδnnen, und seine Forschungen iiber die Nahrung, 

die ja allem Leben notig ist, deren Quelle aber hier niemand genau kennt, 

werden dazu angestellt, in das Wesen der Hunde, also der Menschen 

einzudringen. Das Fasten, die Verweigerung der Nahrung als das letzte 

Mittel seiner Forschung, halt er fiir die hochste Leistung, und nur durch sie 

ist das Hachste erreichbar. Dieses Hochste, das die Heiden Katkas niemals 

erreichen kδnnen, obwohl sie immer danach streben, soil hier in diesem Werk 

durch den Akt der Askese gewonnen werden. Denn die Nahrung kommt l 

von oben, demanch wird das Hochste als eine Gnade gegeben. Da白 Kafka I 

die Anrufung eines solchen Asketen in der Einsamkeit Musik nennt, muB 事

noch hinzugefiigt werden. 


