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太
宰
治
が
『
晩
年
』（
一
九
三
六
・
六
、
砂
子
屋
書
房
）
前
後
に
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
意
欲
的
な
小
説
の
実
験
を
試
み
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
な
か
で
「
猿
ケ
島
」（「
文
學
界
」
一
九
三
五
・
九
）

は
、
例
外
的
に
わ
か
り
や
す
い
し
く
み
の
小
説
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
よ

う
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
動
物
園
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
日
本
猿
た
ち
の
脱

走
に
い
た
る
経
緯
を
描
い
た
こ
の
小
説
は
、
研
究
史
に
お
い
て
、
象
徴
や

寓
意
と
い
っ
た
背
後
に
隠
さ
れ
た
意
味
を
探
し
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
常
と

し
て
き
た
。
た
と
え
ば
渡
部
芳
紀
氏
は
、「
現
実
妥
協
型
の
猿
」
と
「
非
現

実
妥
協
型
の
、
自
由
へ
の
憧
憬
を
示
す
猿
」
と
、
二
匹
の
猿
に
は
作
家
の

「
生
に
対
す
る
二
つ
の
姿
勢
を
象
徴
的
に
託
さ
れ
て
」
い
る
と
し 
た
。   
ま

�
�
�

た
、
東
郷
克
美
氏
は
「
一
切
の
欺
瞞
と
平
俗
な
日
常
の
拒
絶
、
そ
し
て
永

遠
に
到
達
不
能
な
根
源
的
世
界
へ
の
渇
仰 　
　
 
こ
れ
こ
そ
「
猿
ケ
島
」
の

根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
」
だ
と
し
て
「
太
宰
の
内
的
事
実
を
か
な
り
告
白
的

に
表
出
し
た
寓
意
性
の
強
い
作
品
」
と
評
価
し 
た
。 
�
�
�

　

こ
う
し
た
解
釈
に
は
、
戦
後
『
玩
具
』（
一
九
四
六
・
八
、
あ
づ
み
書

房
）
に
収
録
さ
れ
た
折
に
付
さ
れ
た
「
あ
と
が
き
」
が
影
響
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

「
玩
具
」
か
ら
「
め
く
ら
草
紙
」
に
到
る
五
編
（
引
用
者
注
・「
玩

具
」「
魚
服
記
」「
地
球
図
」「
猿
ケ
島
」「
め
く
ら
草
紙
」）
は
、
私
の

第
一
創
作
集
「
晩
年
」
か
ら
選
び
出
し
た
作
品
で
あ
る
。
サ
ン
ボ
リ

ズ
ム
の
に
ほ
ひ
が
強
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
発
表
十
年
後
の
自
作
解
説
は
、
少
な
か
ら
ず
割
り
引
い

て
受
け
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
サ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」と
い
う
語
は

目
を
引
く
も
の
の
、
そ
れ
は
「
に
ほ
ひ
」
だ
の
「
や
う
に
思
は
れ
る
」
だ

の
と
二
重
に
ぼ
か
さ
れ
て
も
い
る
か
ら
だ
。

　

な
る
ほ
ど
「
猿
ケ
島
」
に
は
、
象
徴
と
し
て
読
み
解
け
る
表
現
が
散
見
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さ
れ
る
。
た
と
え
ば
渡
部
氏
前
掲
論
の
「
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
島
を
包

む
〈
霧
〉
は
、
一
つ
の
象
徴
的
な
働
き
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

は
主
人
公
の
猿
の
心
を
お
お
う
霧
で
も
あ
り
、
主
人
公
の
猿
の
頭
を
お
お

う
霧
で
も
あ
る
の
だ
」
と
い
う
指
摘
は
強
い
説
得
力
を
も
つ
。
つ
け
く
わ

え
れ
ば
、
い
っ
た
ん
霧
が
晴
れ
た
あ
と
「
白
い
靄
が
ほ
や
ほ
や
と
立
つ
」

さ
ま
も
同
様
に
、「
青
空
の
下
で
の
ど
か
に
日
向
ぼ
つ
こ
し
て
遊
ん
で
ゐ
」

る
他
の
「
百
匹
も
の
猿
」
た
ち
が
、
動
物
園
で
観
察
さ
れ
て
い
る
現
実
に

気
づ
か
な
い
（
あ
る
い
は
目
を
反
ら
す
）
た
め
の
お
お
い
の
働
き
を
し
て

い
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

ま
た
、
一
篇
に
は
諷
刺
的
な
言
説
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
彼
」
が
「
人

妻
」「
学
者
」「
女
優
」
等
の
い
か
が
わ
し
い
実
態
を
喝
破
し
て
ゆ
く
場
面

で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
う
わ
べ
に
は
隠
れ
さ
れ
た
正
体
を
見
抜
く
か
の
よ

う
な
言
説
が
あ
る
た
め
、
二
匹
の
猿
や
動
物
園
そ
の
も
の
が
別
の
何
か
を

意
味
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
不
思
議
で
は
な 
い
。 
�
�
�

　

さ
ら
に
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
他
作
家
の
小
説
と
共
通
す
る
「
こ
の

時
代
の
、
作
家
が
属
し
て
ゐ
る
知
識
層
の
ほ
と
ん
ど
絶
望
に
近
い
困
迷
」

を
見
出
す
武
田
麟
太
郎
の
よ
う
な
読
者
が
い
た
こ
と
を
考
慮
す
る 
と
、   
�
�
�

「
ふ
る
さ
と
」「
日
本
」「
血
」
と
い
っ
た
、
発
表
当
時
の
文
壇
お
よ
び
そ

の
周
辺
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
語
が
小
説
の
そ
こ
か
し
こ
に
組
み
こ

ま
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
次
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
津
軽
と
木

曾
と
思
し
き
場
所
か
ら
拉
致
さ
れ
た
「
彼
」
と
「
私
」
と
が
共
感
を
深
め

て
ゆ
く
場
面
で
あ
る
。

「
お
れ
は
、
日
本
の
北
方
の
海
峡
ち
か
く
に
生
れ
た
の
だ
。
夜
に
な

る
と
波
の
音
が
幽
か
に
ど
ぶ
ん
ど
ぶ
ん
と
聞
え
た
よ
。
波
の
音
つ
て
、

い
い
も
の
だ
な
。
な
ん
だ
か
じ
わ
じ
わ
胸
を
そ
そ
る
よ
。」／
私
も
ふ

る
さ
と
の
こ
と
を
語
り
た
く
な
つ
た
。
／
「
お
れ
に
は
、
水
の
音
よ

り
も
木
が
な
つ
か
し
い
な
。
日
本
の
中
部
の
山
の
奥
の
奥
で
生
れ
た

も
の
だ
か
ら
。
青
葉
の
香
は
い
い
ぞ
。」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。

「
／
」
は
改
行
を
表
す
。
以
下
同
じ
）

　

二
匹
の
猿
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
郷
土
は
異
な
る
も
の
の
、「
日
本
」
を
共

通
す
る
「
ふ
る
さ
と
」
と
し
て
仮
構
す
る
こ
と
で
連
帯
し
て
ゆ
く
。
成
田

龍
一
氏
は
、
一
九
三
〇
年
代
前
半
が
「「
故
郷
」
が
と
く
に
多
く
語
ら
れ
る

時
期
」
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
そ
こ
で
の
議
論
の
焦
点
に

「「
故
郷
」
の
喪
失
と
い
う
意
識
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い 
る
。  
小

�
�
�

林
秀
雄
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」（「
文
藝
春
秋
」
一
九
三
三
・
五
）
は
そ

の
典
型
で
あ
る
し
、
中
野
重
治
「
村
の
家
」（「
経
済
往
来
」
一
九
三
五
・

五
）
や
島
木
健
作
『
生
活
の
探
求
』（
一
九
三
七
・
一
〇
、
河
出
書
房
）
と

い
っ
た
転
向
小
説
に
お
け
る
〈
故
郷
〉
の
重
要
性
も
想
起
さ
れ
よ
う
。
そ

れ
ら
を
背
景
に
す
る
と
、
作
中
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
め
ぐ
る
叙
述
も
、
同

時
代
に
お
い
て
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
読
ま
れ
た
可
能
性
を
否
定

で
き
な
い
の 
だ
。 
�
�
�

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
寓
意
の
読
み
こ
み
は
、
か
え
っ
て
「
猿
ケ
島
」

と
い
う
小
説
の
厚
み
を
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。
武
田
と

は
逆
に
、「
繊
麗
な
文
章
だ
け
が
残
つ
て
、
何
か
の
諷
刺
ら
し
い
も
の
は
一

���



向
ピ
ン
と
来
な 
い
」  
と
い
う
同
時
代
評
も
あ
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
評

�
�
�

に
対
す
る
太
宰
の
「
も
の
思
ふ
葦
（
そ
の
一
）」（「
日
本
浪
曼
派
」
一
九
三

五
・
一
一
）
に
お
け
る
「in

a
w
ord

」
と
題
す
る
反
応
も
、「
一
篇
の
物

語
（
私
の
「
猿
ケ
島
」）
を
一
行
の
諷
刺
、
格
言
に
圧
縮
せ
む
と
努
め
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
殺
伐
な
る
さ
ま
」
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
は
寓
意
的
な
読
解
が
必
ず
し
も
生
産
的
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。
先
に
触
れ
た
「
彼
」
の
人
間
へ
の
諷
刺
に
し
て
も
、
実
は
、
物

語
の
中
で
は
説
得
力
を
持
た
ぬ
言
葉
と
し
て
相
対
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
。「
私
は
彼
の
饒
舌
を
う
つ
つ
に
聞
い
て
ゐ
た
。
私
は
別
な

も
の
を
見
つ
め
て
ゐ
た
」
と
、
そ
の
発
言
は
ま
と
も
に
聞
か
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
、「
一
行
の
諷
刺
、
格
言
に
圧
縮
せ
む

と
努
め
る
」
前
に
、『
晩
年
』
の
中
で
比
較
的
単
純
に
把
握
さ
れ
て
き
た
感

の
あ
る
こ
の
小
説
の
し
く
み
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
「
猿
ケ
島
」
は
、
全
体
の
ほ
と
ん
ど
を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
「
私
」
の
語

り
と
、
末
尾
の
三
人
称
的
な
叙
述
と
い
う
二
つ
の
言
説
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
中
心
を
な
す
「
私
」
の
語
り
に
つ
い
て
、
安
藤
宏
氏
は
「「
猿
ケ
島
」

の
語
り
は
告
白
体
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
事
後
の
あ
る
一
時
点
か
ら
の
回

想
形
式
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。〈
私
〉は
冒
頭
の
時
点
で
は
ま
だ〈
こ
こ
〉が

動
物
園
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
そ
の
認
識
過
程
が
そ
の
ま
ま
プ
ロ
ッ
ト

を
形
造
っ
て
ゆ 
く
」  
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
な
指
摘
と
思
わ
れ
る
が
、

�
�
�

典
型
的
な
回
想
形
式
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
語
り
手
が
過
去
を
現
在
の

時
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
を
抑
制
し
、
出
来
事
の
帰
結
を
知
ら
ぬ
ふ
り
し

て
語
っ
て
い
る
た
め
だ
と
も
解
釈
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
冒
頭
の
語

り
が
聞
き
手
を
強
く
意
識
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

は
る
ば
る
と
海
を
越
え
て
、
こ
の
島
に
着
い
た
と
き
の
私
の
憂
愁

を
思
ひ
給
へ
。

　

敬
語
が
用
い
ら
れ
、
感
情
の
共
有
が
誘
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
語
り
手

が
聞
き
手
を
明
確
に
意
識
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ

う
し
た
聞
き
手
の
設
定
は
、
こ
の
あ
と
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
物
語
の
受
容
に

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
論
で
は
、「
私
」
と
「
彼
」
そ
れ
ぞ
れ
と
両
者
の
関
係
を
あ
ら

た
め
て
分
析
し
た
う
え
で
、
猿
の
語
り
手
に
よ
る
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け

が
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
ゆ
く
の
か
、
末
尾
の
三
人
称
的
な
叙
述
と
の
か

ら
み
合
い
も
含
め
て
考
察
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
猿
ケ
島
」
と
い
う

小
説
が
わ
れ
わ
れ
を
い
か
な
る
読
み
へ
と
誘
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に

し
た
い
。

��

�
�
�
�
�

　
「
猿
ケ
島
」
に
は
、
見
る
と
い
う
行
為
が
頻
出
す
る
。「
私
は
眼
を
し
ば

た
た
い
て
、
島
の
全
貌
を
見
す
か
さ
う
と
努
め
た
」「
私
は
彼
等
を
一
匹
一

匹
た
ん
ね
ん
に
眺
め
渡
し
た
」「
私
は
ふ
た
た
び
驚
愕
の
眼
を
見
は
つ
た
」

な
ど
で
あ
る
。
見
る
主
体
は
多
く
の
場
合
「
私
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
私
」

は
見
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。「
ま
ぶ
し
さ
う
に
額
へ
た
く
さ
ん
の
皺
を

よ
せ
て
、
私
の
姿
を
じ
ろ
じ
ろ
眺
め
」
る
「
彼
」
と
か
、「
む
さ
ぼ
る
や
う

���



に
島
を
眺
め
ま
は
し
て
ゐ
る
」
子
ど
も
た
ち
と
か
、「
私
」
に
目
を
向
け
る

者
た
ち
が
い
る
。
す
な
わ
ち
、
島
に
着
い
た
と
き
か
ら
積
極
的
に
周
囲
を

見
回
し
て
状
況
の
理
解
に
努
め
て
い
た
猿
が
、
や
が
て
自
分
が
見
る
側
で

あ
る
以
上
に
見
ら
れ
る
側
で
あ
っ
た
と
気
づ
い
て
脱
出
を
決
意
す
る
と
い

う
流
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
猿
ケ
島
」
で
は
、
視
覚
が
物
語
の
展
開
と
密
に
関
わ
っ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
村
上
林
造
氏
は
「
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い

る
の
は
、「
私
」
が
世
界
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
と
接
触
し
、

世
界
を
発
見
し
て
い
く
過
程
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
「
私
」
の
自

己
発
見
の
過
程
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い 
る
。   
た
だ
一
方
で
「
私
」
は

�
�
�

語
り
手
で
あ
り
、
不
思
議
な
歌
を
聴
き
、「
彼
」
と
会
話
し
、「
耳
う
ち
」

に
よ
る
「
批
評
」
に
さ
ら
さ
れ
、
甘
い
言
葉
を
さ
さ
や
か
れ
る
存
在
で
も

あ
っ
た
。
ゆ
え
に
「
猿
ケ
島
」
で
は
、
聴
覚
や
言
葉
も
物
語
の
展
開
と
密

に
関
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
「
私
」
は
他
の
大
勢
の
猿
の
存
在
に
気
が
つ
き
、
彼
ら
を
観

察
す
る
こ
と
で
あ
ら
た
め
て
島
内
の
状
況
の
把
握
に
勤
し
む
よ
う
に
な
る

が
、
そ
の
気
づ
き
は
、「
彼
」
と
じ
ゃ
れ
あ
い
だ
し
た
矢
先
に
「
け
た
た
ま

し
い
叫
び
声
が
す
ぐ
身
ぢ
か
で
起
つ
た
」
の
を
聞
き
つ
け
た
こ
と
か
ら
生

ま
れ
て
い
た
。

　

一
篇
に
お
け
る
聴
覚
や
言
葉
の
重
要
性
は
、
終
盤
の
「
彼
」
と
の
や
り

と
り
に
お
い
て
一
層
き
わ
だ
つ
。

「
こ
は
く
な
い
か
。」／
私
は
ぐ
つ
と
眼
を
つ
ぶ
つ
た
。
言
つ
て
い
け

な
い
言
葉
を
彼
は
言
つ
た
の
だ
。
／
は
た
は
た
と
耳
を
か
す
め
て
通

る
風
の
音
に
ま
じ
つ
て
、
低
い
歌
声
が
響
い
て
来
た
。
彼
が
歌
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
眼
が
熱
い
。
さ
つ
き
私
を
木
か
ら
落
し
た
の

は
、
こ
の
歌
だ
。
私
は
眼
を
つ
ぶ
つ
た
ま
ま
耳
傾
け
た
の
で
あ
る
。

／
「
よ
せ
、
よ
せ
。
降
り
て
来
い
よ
。
こ
こ
は
い
い
と
こ
ろ
だ
よ
。

日
が
当
る
し
、
木
が
あ
る
し
、
水
の
音
が
聞
え
る
し
、
そ
れ
に
だ
い

い
ち
、
め
し
の
心
配
が
い
ら
な
い
の
だ
よ
。」
／
彼
の
さ
う
呼
ぶ
声
を

遠
く
か
ら
の
や
う
に
聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
ひ
く
い
笑
ひ
声
も
。
／
あ

あ
。
こ
の
誘
惑
は
真
実
に
似
て
ゐ
る
。
あ
る
い
は
真
実
か
も
知
れ
ぬ
。

私
は
心
の
な
か
で
大
き
く
よ
ろ
め
く
も
の
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
け
れ
ど
も
血
は
、
山
で
育
つ
た
私
の
馬
鹿
な
血
は
、
や
は

り
執
拗
に
叫
ぶ
の
だ
。
／　
　
 
否
！

　
「
私
」
の
語
り
の
最
後
、
逃
亡
が
決
意
さ
れ
る
場
面
で
、
こ
の
猿
が
波
線

部
の
よ
う
に
ず
っ
と
眼
を
閉
じ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
一

方
で
「
言
葉
」「
風
の
音
」「
低
い
歌
声
」「
彼
の
…
呼
ぶ
声
」「
笑
ひ
声
」

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
音
声
が
「
私
」
の
鼓
膜
に
響
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は

視
覚
は
封
じ
ら
れ
、
も
っ
ぱ
ら
聴
覚
、
と
く
に
言
葉
が
大
き
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
だ
。

　

な
る
ほ
ど
語
り
手
は
、
最
後
に
は
「
血
」
の
促
し
に
よ
っ
て
、
視
覚
に

よ
る
恐
怖
の
み
な
ら
ず
、
聴
覚
か
ら
伝
わ
る
誘
惑
を
も
ふ
り
捨
て
て
行
動

に
お
よ
ん
だ
よ
う
に
映
る
。
が
、
そ
う
し
た
身
体
か
ら
湧
き
出
る
生
理
的

な
反
発
も
「
叫
ぶ
」
と
表
現
さ
れ
、「
否
！
」
と
言
語
的
に
表
象
さ
れ
て
い
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る
。「
私
」
を
突
き
動
か
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
語
り
手
は
、
視
覚
で
捉
え
た
物
事
を
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
て

い
な
い
。「
私
」の
目
に
そ
こ
ま
で
の
信
頼
は
置
け
な
い
。
島
に
着
い
た
直

後
、
そ
の
小
さ
さ
に
気
づ
か
ず
二
周
し
て
し
ま
う
な
ど
、
か
つ
て
こ
の
猿

は
眼
前
の
世
界
を
見
誤
っ
て
い
た
。
目
に
し
た
も
の
に
つ
い
て
「
私
」
の

理
解
が
飛
躍
的
に
高
ま
る
の
は
、「
彼
」
の
説
明
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

・
「
よ
せ
、
よ
せ
。
こ
つ
ち
へ
手
む
か
つ
て
ゐ
る
の
ぢ
や
な
い
よ
。

ほ
え
ざ
る
と
い
ふ
奴
さ
（
後
略
）」

・
「
さ
う
だ
よ
。
し
か
し
、
お
れ
た
ち
と
ち
が
ふ
猿
だ
。
ふ
る
さ
と

が
ち
が
ふ
の
さ
。」

・
「
さ
う
で
な
い
よ
。
枝
の
生
え
か
た
が
ち
が
ふ
し
、
そ
れ
に
、
木

肌
の
日
の
反
射
の
し
か
た
だ
つ
て
鈍
い
ぢ
や
な
い
か
（
後
略
）」

・
「
春
か
ら
枯
れ
て
ゐ
る
の
さ
。
お
れ
が
こ
こ
へ
来
た
と
き
に
も
枯

れ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
こ
れ
は
、
こ
と
に
依
つ
た
ら
挿
木
で
な
い
か

な
。
根
が
な
い
の
だ
よ
、
き
つ
と
（
後
略
）」

・
「
見
せ
物
だ
よ
。
お
れ
た
ち
の
見
せ
物
だ
よ
。
だ
ま
つ
て
見
て
ゐ

ろ
。
面
白
い
こ
と
も
あ
る
よ
。」

　
「
私
」
が
目
撃
し
、
疑
問
を
覚
え
た
物
事
に
対
し
て
、「
彼
」
が
す
か
さ

ず
解
説
を
挟
む
。
結
果
、「
私
」
は
「
彼
」
の
言
葉
を
文
脈
に
し
て
世
界
を

見
る
こ
と
に
な
れ
て
ゆ
く
。

　

と
こ
ろ
が
「
彼
」
は
自
分
の
知
る
す
べ
て
を
「
私
」
に
伝
え
よ
う
と
は

し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
見
せ
物
」
に
さ
れ
て
い
る
事
実
を
隠
し
て

い
た
こ
と
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
わ
か
る
。
で
は
、「
彼
」
に
は
ど
の
よ
う
な

腹
づ
も
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

��

�
�
�
�
�
	

　
「
私
」
は
「
彼
」
と
出
会
っ
て
以
来
、「
ぴ
つ
た
り
く
つ
つ
い
て
坐
つ
た
」

り
、「
わ
な
な
く
胴
体
を
つ
よ
く
抱
」
か
れ
た
り
、
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
（
＝
触

覚
）
に
よ
っ
て
親
し
み
つ
つ
、
何
か
わ
か
ら
ぬ
も
の
を
見
聞
す
る
た
び
答

え
を
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
私
」
が
「
子
供
た
ち
」
の
視
線

に
気
づ
い
た
こ
と
で
、「
彼
」
は
情
報
を
操
作
し
て
い
た
こ
と
を
見
破
ら
れ

る
。　

「
さ
う
か
。
す
る
と
、
君
は
嘘
を
つ
い
て
ゐ
た
の
だ
ね
。」
ぶ
ち
殺
さ

う
と
思
つ
た
。
／
彼
は
私
の
か
ら
だ
に
巻
き
つ
け
て
ゐ
た
片
手
へ
ぎ

ゆ
つ
と
力
こ
め
て
答
へ
た
。
／
「
ふ
び
ん
だ
つ
た
か
ら
。」

　

問
い
詰
め
ら
れ
た
「
彼
」
は
よ
う
や
く
真
実
を
告
げ
た
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
こ
の
期
に
及
ん
で
も
「
彼
」
の
言
葉
を
額
面
ど
お
り
に
受
け
取
る

べ
き
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
発
言
。

「
あ
の
石
塀
の
上
に
細
長
い
木
の
札
が
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
だ
ら
う
？

　

お
れ
た
ち
に
は
裏
の
薄
汚
く
赤
ち
や
け
た
木
目
だ
け
を
見
せ
て
ゐ

���



る
が
、
あ
の
お
も
て
に
は
、
な
ん
と
書
か
れ
て
あ
る
か
。
人
間
た
ち

は
そ
れ
を
読
む
の
だ
よ
。
耳
の
光
る
の
が
日
本
の
猿
だ
、
と
書
か
れ

て
あ
る
の
さ
。
い
や
、
も
し
か
し
た
ら
、
も
つ
と
ひ
ど
い
侮
辱
が
書

か
れ
て
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
よ
。」

　

注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
「
彼
」
は
、
自
分
も
知
ら
な
い
も

の
に
つ
い
て
可
能
性
を
口
に
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
だ
。
自
分
も
読

ん
だ
こ
と
の
な
い
木
の
札
の
「
お
も
て
」
に
書
か
れ
た
文
章
を
想
像
し
、

も
っ
と
も
ら
し
く「
も
の
う
げ
」に
語
っ
て
み
せ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
「
彼
」
の
ふ
る
ま
い
に
気
づ
く
と
、
そ
の
直
前
の
「
子
供
た

ち
」
の
発
言
内
容
を
問
わ
れ
た
さ
い
の
態
度
も
不
審
に
思
わ
れ
て
く
る
。

彼
は
ぎ
よ
つ
と
し
た
ら
し
く
、
ふ
つ
と
お
し
や
べ
り
を
止
し
、
私
の

顔
と
向
う
の
子
供
た
ち
と
を
見
較
べ
た
。
さ
う
し
て
、
口
を
も
ぐ
も

ぐ
動
か
し
つ
つ
暫
く
思
ひ
に
沈
ん
だ
の
だ
。
私
は
彼
の
さ
う
い
ふ
困

却
に
た
だ
な
ら
ぬ
気
配
を
見
て
と
つ
た
の
で
あ
る
。
子
供
た
ち
が
訳

の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
を
す
る
ど
く
島
へ
吐
き
つ
け
て
、
そ
ろ
つ
て
石
塀

の
上
か
ら
影
を
消
し
て
し
ま
つ
て
か
ら
も
、
彼
は
額
に
片
手
を
あ
て

た
り
尻
を
掻
き
む
し
つ
た
り
し
な
が
ら
、
ひ
ど
く
躊
躇
を
し
て
ゐ
た

が
、
や
が
て
、
口
角
に
意
地
わ
る
げ
な
笑
ひ
を
さ
へ
含
め
て
の
ろ
の

ろ
と
言
ひ
だ
し
た
。

　
「
彼
」
が
「
子
供
た
ち
」
の
交
わ
す
言
葉
を
理
解
で
き
た
の
か
ど
う
か
は

確
か
め
よ
う
が
な
い
。「
耳
う
ち
」を
は
っ
き
り
と
聞
き
取
れ
る
位
置
に
い

た
の
か
も
疑
わ
し
い
。
な
に
よ
り
、
安
藤
宏
氏
も
前
掲
論
で
「
意
識
的
な

演
技
で
あ
っ
た
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
思
ひ
に
沈
ん
だ
」

様
子
や
「
躊
躇
」
や
「
意
地
わ
る
げ
な
笑
ひ
」
と
い
っ
た
表
情
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
い
か
に
も
曰
く
あ
り
げ
な
の
だ
。

　

も
っ
と
も
、
逆
に
い
え
ば
「
子
供
た
ち
」
が
塀
の
向
こ
う
で
し
た
「
耳

う
ち
」
の
内
容
を
教
え
ろ
と
迫
る
「
私
」
は
ひ
ど
く
過
大
な
要
求
を
ね
だ
っ

て
い
る
わ
け
で
、
す
っ
か
り
「
彼
」
に
依
存
し
き
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
る
。「
私
」
は
こ
の
あ
と
泣
い
て
「
彼
」
の
胸
に
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
き

さ
え
す
る
。

　

こ
う
し
た
両
者
の
関
係
は
、
他
の
場
面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

「
そ
れ
あ
、
い
い
さ
。
み
ん
な
木
を
な
つ
か
し
が
つ
て
ゐ
る
よ
。
だ

か
ら
、
こ
の
島
に
ゐ
る
奴
は
誰
に
し
た
つ
て
、
一
本
で
も
木
の
あ
る

と
こ
ろ
に
坐
り
た
い
の
だ
よ
。」言
ひ
な
が
ら
彼
は
股
の
毛
を
わ
け
て
、

深
い
赤
黒
い
傷
跡
を
い
く
つ
も
私
に
見
せ
た
。「
こ
こ
を
お
れ
の
場

所
に
す
る
の
に
、
こ
ん
な
苦
労
を
し
た
の
さ
。」
／
私
は
、
こ
の
場
所

か
ら
立
ち
去
ら
う
と
思
つ
た
。「
お
れ
は
、
知
ら
な
か
つ
た
も
の
だ

か
ら
。」

　
「
彼
」
の
武
勇
伝
を
「
私
」
は
す
っ
か
り
信
じ
こ
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
古
傷
の
見
せ
び
ら
か
し
方
も
眉
唾
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
武

勇
伝
の
前
提
で
あ
る
「
み
ん
な
木
を
な
つ
か
し
が
つ
て
ゐ
」
て
「
木
の
あ

���



る
と
こ
ろ
」
を
争
っ
て
い
る
と
い
う
話
は
、
嘘
に
決
ま
っ
て
い
る
。
も
う

一
本
の
木
は
「
奴
等
の
く
そ
だ
ら
け
だ
」
と
前
に
「
彼
」
自
身
が
語
っ
て

い
た
か
ら
だ
。
現
状
に
満
足
し
、「
ふ
る
さ
と
」
へ
の
郷
愁
を
忘
れ
た
他
の

猿
た
ち
は
、
も
は
や
挿
木
な
ど
に
は
見
向
き
も
し
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
「
ひ
と
り
ぼ
つ
ち
」
の
「
彼
」
は
、
自
分
の
優
位
を
確
保
し
つ
つ
「
私
」

を
仲
間
に
巻
き
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
序
盤
と
終
盤
に
響
く
歌
声
も「
彼
」

に
よ
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。「
ふ
ぶ
き
」
と
「
彼
」
の
出
身
が
「
北
方
」

だ
と
い
う
つ
な
が
り
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
点
で
「
私
」
が
理
解
で
き
る

言
語
の
話
者
は
「
彼
」
し
か
い
な
い
の
だ
か
ら
、
歌
い
手
は
他
に
考
え
ら

れ
な
い
。

　

こ
の
歌
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
は
、
安
藤
宏
氏
前
掲
論
を
参
照
し
た
い
。

仮
に
〈
と
ら
は
れ
の
／
わ
れ
を
よ
ぶ
〉
と
い
う
歌
を
歌
っ
て
い
た
の

が
〈
彼
〉
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、〈
彼
〉
は
そ
の
当
初
か
ら
、
日
常
の

安
逸
と
囚
わ
れ
の
悲
哀
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
暗
示
を
〈
私
〉
に

仕
掛
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
。〈
日
本
の
北
方
の
海
峡
ち
か
く
に
生

れ
た
〉〈
彼
〉
は
、〈
と
ら
は
れ
〉
の
悲
哀
を
か
こ
つ
も
の
の
逃
走
の

決
意
に
ま
で
は
踏
み
切
れ
ず
、〈
日
本
の
中
部
の
山
の
奥
〉
に
育
っ
た

若
い
猿
を
仲
間
に
引
き
入
れ
、
彼
に
ダ
ブ
ル
・
バ
イ
ン
ド
を
仕
掛
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
拘
束
状
況
の
打
破
を
め
ざ
し
て
い
た
の

で
は
な
か
っ
た
か
。

　
「
彼
」
が
あ
ら
か
じ
め
「
拘
束
状
況
の
打
破
」
を
も
く
ろ
ん
で
い
た
と
、

本
文
か
ら
立
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
す
べ
て
計
画
ど
お
り
で
あ
っ
た
と

い
う
よ
り
も
、「
私
」
の
態
度
に
応
じ
て
そ
の
つ
ど
方
針
を
変
え
て
い
っ
た

と
見
る
方
が
実
態
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
よ
も
や
逃
走
す
る

に
し
ろ
、
あ
る
い
は
外
界
か
ら
目
を
反
ら
し
て
生
き
な
が
ら
え
る
に
し
ろ
、

ど
ち
ら
に
せ
よ
「
ひ
と
り
ぼ
つ
ち
」
の
「
彼
」
が
感
情
を
分
か
ち
合
え
る

知
己
を
求
め
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
最
初
は
同
じ
日
本
猿
と
し
て
。

の
ち
に
は
、
屈
辱
的
な
人
間
の
視
線
に
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
者
同
士
と
し

て
。「
私
」
が
ど
の
道
を
選
ぶ
に
せ
よ
、「
彼
」
は
自
分
が
抱
え
て
い
た
葛

藤 　
　
 
楽
に
生
き
ら
れ
る
／
囚
わ
れ
た
く
な
い 　
　
 
を
伝
え
て
い
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、
序
盤
で
は
無
視
し
よ
う
と
し
て
い
た
歌

に
、
終
盤
で
は
切
実
に
「
耳
傾
け
た
」。
こ
の
変
化
は
、「
彼
」
の
苦
悩
が

共
有
さ
れ
た
証
で
あ
ろ
う
。

　

な
る
ほ
ど
最
終
的
に
「
私
」
は
「
彼
」
の
甘
い
誘
い
に
「
否
！
」
を
つ

き
つ
け
て
い
る
。
だ
か
ら「
私
」は
自
立
し
た
と
も
読
め
そ
う
で
あ
る
。
が
、

こ
こ
も
「
よ
せ
、
よ
せ
」
と
い
う
「
彼
」
の
挑
発
め
い
た
た
し
な
め
方
が
、

激
し
や
す
い
「
私
」
の
決
断
を
呼
び
起
こ
し
た
向
き
が
多
分
に
あ
る
。

　
「
私
」
が
「
彼
」
に
踊
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
ば
、
い
い
過
ぎ
に
な
ろ
う
。

し
か
し
「
私
」
が
逃
走
を
決
意
す
る
に
い
た
っ
た
過
程
で
「
彼
」
が
果
た

し
た
役
割
は
こ
の
上
な
く
大
き
い
。
東
郷
克
美
氏
は
前
掲
論
で
「
こ
の
作

品
に
は
「
私
」
が
も
う
一
匹
の
「
彼
」
に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、「
そ
れ

ま
で
眠
ら
さ
れ
て
ゐ
た
」
本
来
の
自
己
に
目
覚
め
て
行
く
過
程
が
描
か
れ

て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
そ
こ
で
の
「
私
」
の

���



「
本
来
の
自
己
」
な
る
も
の
も
、「
彼
」
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
生
成
し

た
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
物
語
で
「
私
」
は
も
っ
ぱ
ら
「
彼
」
の
言
葉
の

聞
き
役
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
語
り
の
構
造
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
「
私
」

が
現
在
は
別
の
誰
か
に
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
彼
」
の
話
を
聞
く

「
私
」
と
、「
私
」
の
話
を
聞
く
聞
き
手
、
と
い
う
相
似
を
一
篇
は
内
包
し

て
い
る
。
で
は
、「
私
」
の
聞
き
手
へ
の
語
り
か
け
は
、
読
者
に
ど
う
受
け

取
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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一
章
で
確
か
め
た
よ
う
に
、
冒
頭
に
お
い
て
「
私
」
は
明
ら
か
に
特
定

の
誰
か
に
対
し
て
語
り
か
け
て
い
た
。
聞
き
手
は
、「
私
の
憂
愁
を
思
ひ

給
へ
」
と
語
り
手
に
共
感
を
求
め
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。「
猿
ケ
島
」
の

読
者
は
、
そ
の
聞
き
手
の
立
場
に
身
を
置
い
て
読
み
始
め
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
読
者
は
や
が
て「
私
」が
猿
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ

の
た
め
現
実
世
界
と
物
語
世
界
と
の
間
に
距
離
を
覚
え
つ
つ
読
み
進
め
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
物
語
の
舞
台
が
動
物
園
内
だ
と
知
る
こ
と
で
、

「
私
」
た
ち
に
寄
り
添
う
視
点
の
み
な
ら
ず
、
人
間
と
し
て
猿
ど
も
を
眺

め
る
視
点
も
得
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、

「
私
」
が
「
彼
」
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
面
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
読
者
は
小
説
の
進
展
に
つ
れ
て
少
し
ず
つ
語
り
手
を

対
象
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

読
み
の
枠
組
み
を
何
度
も
修
正
さ
せ
ら
れ
続
け
た
の
ち
、
読
者
は
末
尾

で
も
奇
妙
な
立
場
に
置
か
れ
る
は
め
に
な
る
。
猿
の
語
り
手
は
「
否
！
」

と
い
う
叫
び
を
最
後
に
消
え
て
し
ま
い
、
あ
と
に
は
次
の
よ
う
な
三
人
称

の
叙
述
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
な
の
で
あ
る
。

　

一
八
九
六
年
、
六
月
の
な
か
ば
、
ロ
ン
ド
ン
博
物
館
附
属
動
物
園

の
事
務
所
に
、
日
本
猿
の
遁
走
が
報
ぜ
ら
れ
た
。
行
方
が
知
れ
ぬ
の

で
あ
る
。
し
か
も
、
一
匹
で
な
か
つ
た
。
二
匹
で
あ
る
。

　

暦
と
土
地
の
名
と
の
明
記
が
、
猿
た
ち
の
世
界
か
ら
の
距
離
を
あ
ら
た

め
て
強
調
し
て
い
る
。
従
来
こ
の
末
尾
は
、「
遁
走
」
の
「
行
方
」
を
さ
ま

ざ
ま
に
想
像
さ
せ
て
き
た
。
た
と
え
ば
東
郷
克
美
氏
は
前
掲
論
で
、「
二

匹
の
日
本
猿
は
ど
こ
へ
向
か
っ
て「
遁
走
」し
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
波
の
音
」
が
き
こ
え
、「
青
葉
の
香
」
が
す
る
彼
ら
の
「
ふ
る
さ
と
」
に

向
か
っ
て
で
あ
る
。
真
に
自
己
同
一
性
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
を
目
指

し
て
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
は
お

そ
ら
く
不
可
能
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し 
た
。   
ま
た
、
川
崎
和
啓
氏
は
「「
遁

�
�

��
�

�

走
」
し
た
二
匹
の
行
く
手
に
、
動
物
園
に
あ
っ
た
ほ
ど
の
安
穏
が
待
っ
て

い
よ
う
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
二
匹
が
め
ざ
し
た
も
の
は
よ
り

グ
レ
ー
ド
の
高
い
現
世
的
な
安
逸
で
は
な
く
、〈
現
実
〉
の
彼
方
に
あ
る
自

由
と
自
尊
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
際
に
は
存
在
す
る
か
ど
う
か
さ
え

不
明
な
世
界
だ
か
ら
だ
」
と
し
て
、「
無
残
な
結
果
だ
け
が
待
っ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
世
界
へ
の
希
求
を
つ
ら
ぬ
き
通
」
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
し

 
た
。   
両
氏
の
意
見
は
、
た
ど
り
着
く
こ
と
の
困
難
な
場
所
へ
向
か
っ
た
と

�
�

��
�

�
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見
な
し
て
い
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
末
尾
で
は
猿
た
ち
の
「
行
方
」
以
上

に
、「
二
匹
」
に
よ
る
脱
出
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。「
一
匹
で

な
か
つ
た
」こ
と
で
、
逃
走
成
功
の
可
能
性
は
、
わ
ず
か
と
は
い
え
上
が
っ

て
い
る
は
ず
だ
。「
二
」
の
強
調
は
ま
た
、
彼
ら
の
向
か
う
先
や
た
ど
り
つ

く
結
果
が
単
一
で
は
な
く
、
複
数
あ
り
う
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。

　

い
や
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、「
遁
走
」
は
す
で
に
、
そ
し
て
永
遠
に
成
功

し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。「
私
」
が
姿
を
隠
し
た
あ
と
、
人
間
た
ち
は
彼

ら
を
見
失
っ
た
ま
ま
だ
か
ら
だ
。
二
匹
は
屈
辱
的
な
視
線
か
ら
逃
れ
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
小
説
は
そ
こ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
彼
ら
が
捕
ま
っ
た
と

も
死
ん
だ
と
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

青
嶋
康
文
氏
は
、「
結
末
の
二
行
に
よ
っ
て
「
私
」
は
一
匹
の
猿
と
し
て
、

完
全
に
突
き
放
さ
れ
、
三
人
称
の
客
観
視
点
と
し
て
物
語
は
終
る
。（
中

略
）
よ
う
す
る
に
、「
私
」
を
猿
と
し
て
突
き
放
す
こ
と
で
、
読
者
は
「
私
」

の
生
き
方
を
対
象
化
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い 
る 
。
た

�
�

��
�

�

し
か
に
、
末
尾
で
語
り
が
人
間
世
界
を
基
準
に
し
た
も
の
に
変
わ
る
こ
と

は
、「
私
」
た
ち
の
無
謀
に
も
思
え
る
逃
亡
を
現
実
的
な
立
場
か
ら
見
直
す

こ
と
を
読
者
に
求
め
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
猿
ど
も
の
相
対
化
じ
た
い
は
、
語
り
が
進
む
に
つ
れ
て
読
者

が
「
私
」
に
距
離
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
で
、
す
で
に
な
さ
れ

て
い
た
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
人
間
に
捕
ま
っ
た
猿
の
苦
悩
を
眺
め
る
読
者

の
目
に
は
、
嘲
り
や
憐
れ
み
と
い
っ
た
優
越
し
た
感
情
が
浮
か
ん
で
し
ま

い
が
ち
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
末
尾
の
三
人
称
的
な
叙
述
に
あ
っ
て
は
逆
に
、
人
間
の

目
へ
の
疑
い
が
急
浮
上
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
二
匹
の
猿
は
人
間
た
ち
を
見
つ
つ
、
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
動
物
園
に
来
て
い
た
人
々
は
猿
た
ち
を
一
方
的

に
見
る
ば
か
り
で
、
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
か
ら
。
も

う
一
つ
は
、
人
間
は
「
私
」
た
ち
を
捕
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

要
す
る
に
、「
猿
ケ
島
」
が
、
ヒ
ト
が
サ
ル
に
出
し
抜
か
れ
た
話
だ
と
わ
か

る
か
ら
だ
。

　

し
か
も
読
者
に
は
、
逃
げ
た
の
が
「
私
」
と
「
彼
」
な
の
か
さ
え
、
厳

密
に
は
特
定
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
う
一
匹
、
彼
ら
と
行
動
を
共

に
し
た
可
能
性
の
あ
る
猿
が
い
る
か
ら
だ
。
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、

「
私
」
は
冒
頭
で
明
確
に
、
特
定
の
聞
き
手
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
聞
き
手
と
は
物
語
に
お
い
て
何
者
な
の
か
。
ひ
と
つ
の
手
が

か
り
に
な
る
の
が
、
語
り
手
の
「
こ
の
島
」
と
い
う
言
い
方
で
あ
る
。「
私
」

は
「
こ
の
島
」
と
指
し
示
せ
る
場
所
で
聞
き
手
に
語
っ
て
い
る
。
な
ら
ば

聞
き
手
と
は
、
同
じ
動
物
園
の
猿
島
に
い
て
、
言
語
も
通
じ
る
猿
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

末
尾
で
「
遁
走
」
し
た
二
匹
に
、「
否
！
」
と
叫
ん
だ
「
私
」
が
含
ま
れ

て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
し
か
し
も
う
一
匹
が
「
彼
」
だ
と
い

う
確
証
は
な
い
。「
彼
」は
つ
い
に
足
を
踏
み
出
せ
ず
、
代
わ
り
に「
私
」が

新
た
に
見
つ
け
た
別
の
日
本
猿
が
聞
き
手
で
、
一
連
の
語
り
も
そ
の
猿
を

誘
う
た
め
の
も
の
で
、
共
に
逃
げ
た
の
は
聞
き
手
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

���
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い
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
読
み
の
可
能
性
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
。
た

だ
重
視
し
た
い
の
は
、
読
者
が
「
私
」
た
ち
の
「
行
方
」
ば
か
り
か
、
ど

の
猿
が
逃
げ
た
の
か
さ
え
つ
か
み
き
れ
な
い
、
不
安
定
な
状
態
に
陥
る
こ

と
だ
。
猿
ど
も
は
物
語
に
お
い
て
追
っ
手
を
ま
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

小
説
の
読
者
の
解
釈
の
枠
組
み
か
ら
も
逃
げ
お
お
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
猿
ケ
島
」
の
読
者
は
当
初
、
語
り
に
設
定
さ
れ
て
い
る
聞
き
手
の
立
場

に
身
を
寄
せ
な
が
ら
読
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
途
中
か
ら
語
り
手

が
猿
だ
と
気
づ
い
た
り
、
島
が
動
物
園
だ
と
知
っ
た
り
、
末
尾
に
は
彼
ら

を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
つ
ど
小
説
の
言
葉
へ
の
接

し
方
を
変
え
て
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
は
、
読
み
の
枠

組
み
の
修
正
を
、
読
者
に
く
り
返
し
迫
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

山
内
�
史
氏
は
、
井
伏
鱒
二
、
今
官
一
、
久
保
喬
ら
の
回
想
お
よ
び
「
発

想
や
表
現
の
方
法
か
ら
推
し
て
」、「「
道
化
の
華
」
脱
稿
時
よ
り
前
に
執
筆

し
脱
稿
し
た
作
品
」
と
捉
え
、「「
猿
ケ
島
」
十
八
枚
は
、
昭
和
八
年
五
月

以
後
に
執
筆
さ
れ
、
昭
和
八
年
秋
に
は
脱
稿
し
て
い
た
、
と
推
測
し
て
お

き
た
い
」
と
述
べ
て
い 
る 
。
た
だ
久
保
喬
は
、「
第
一
稿
は
八
年
秋
に
読
ん

�
�

��
�

�

だ
」
と
か
、「
初
稿
の
時
、
人
間
界
の
「
あ
の
一
番
高
い
所
に
い
る
の
は
お

れ
が
一
番
嫌
い
な
奴
だ
」
と
い
う
意
味
の
句
が
あ
っ
た
の
を
、
あ
と
で
何

か
に
憚
っ
た
の
か
消
さ
れ
て
い
る
の
は
惜
し
い
」
と
か
い
っ
た
書
き
方
を

し
て
い 
る 
。
傍
線
部
は
、
発
表
前
に
少
な
か
ら
ず
書
き
か
え
ら
れ
た
証
明

�
�

��
�

�

の
よ
う
に
も
読
め
る
。
四
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
「
道
化
の
華
」（「
日
本

浪
曼
派
」
一
九
三
五
・
五
）
が
、「
原
始
的
な
端
正
で
さ
へ
あ
つ
た
「
海
」

と
い
ふ
作
品
」
を
大
幅
に
改
変
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
説
明
（「
川
端
康
成

へ
」、「
文
藝
通
信
」
一
九
三
五
・
一
〇
）
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
ん

書
き
上
げ
て
い
た
「
猿
ケ
島
」
の
原
稿
に
、
作
者
が
発
表
時
に
手
を
入
れ

た
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

鳥
居
邦
朗
氏
は
、『
晩
年
』
の
構
成
を
目
次
に
従
っ
て
「
自
伝
的
作
品
」

「
客
観
的
手
法
に
よ
る
作
品
」「
小
説
方
法
模
索
の
作
品
」
と
三
つ
に
区
分

し 
た
。   
し
か
し
「
客
観
的
手
法
に
よ
る
作
品
」
の
典
型
の
よ
う
な
「
猿
ケ

�
�

��
�

�

島
」
も
、
そ
の
読
み
の
枠
組
み
に
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
構
造
に
注
目
し
て

み
れ
ば
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
て
い
た
実
験
的
な
「
小
説
方
法
模
索
の
作

品
」
群
と
地
続
き
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
小
説
の
読
者
は
、
語
り
の
受
け
取
り
方
を
何
度
も
変
え
る
こ
と
で

「
私
」
た
ち
を
客
観
的
に
把
握
し
て
ゆ
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
に
は

裏
を
か
か
れ
て
し
ま
う
。
人
間
た
ち
は
そ
の
「
行
方
」
は
お
ろ
か
、
ど
の

日
本
猿
が
逃
げ
た
の
か
さ
え
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
猿
ど
も
の
運
命

を
云
々
す
る
よ
う
な
立
場
に
は
な
い
。
猿
の
心
配
を
す
る
前
に
、
自
分
た

ち
の
目
の
限
界
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
猿
ケ
島
」
を
読
む
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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��



�（
�
）　
「「
猿
ケ
島
」論
」（『
太
宰
治　

心
の
王
者
』
一
九
八
四
・
五
、
洋
々
社
）

（
�
）　
「
太
宰
治「
猿
ケ
島
」を
読
む
」（「
月
刊
国
語
教
育
」一
九
八
一
・
一
二
）

（
�
）　

た
と
え
ば
、
渡
部
芳
紀
氏
は
前
掲
論
で
、
動
物
園
に
と
ど
ま
ろ
う
と

す
る
「
彼
」
に
「
太
宰
自
身
の
な
か
に
巣
く
う
、
保
守
的
な
現
実
妥
協

の
志
向
を
象
徴
す
る
も
の
」を
、「
そ
う
し
た
も
の
に
誘
惑
を
お
ぼ
え
つ

つ
、
ど
う
し
て
も
満
足
で
き
な
い
」
語
り
手
の
「
否
！
」
と
い
う
叫
び

に
「
当
時
の
太
宰
の
叫
び
」
を
見
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
王
盈
文
氏
は

「
一
八
九
六
年
の
ロ
ン
ド
ン
博
物
館
附
属
動
物
園
の
猿
た
ち�　
　
�
太

宰
治
「
猿
ケ
島
」
に
み
る
日
本（
人
）表
象�　
　
�
」（「
日
本
語
と
日
本

文
学
」
二
〇
〇
六
・
八
）
に
お
い
て
、「
植
民
地
に
深
く
係
わ
っ
て
い

る
近
代
動
物
園
か
ら
日
本
猿
が
逃
げ
出
す
と
い
う
描
写
と
、
一
八
九
六

年
と
い
う
時
間
設
定
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、
条
約
改
正
に
成
功
し
た
明

治
日
本
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
欧
米
各
国
に
強
い
ら
れ
た
被
植
民
的
な
地

位
か
ら
脱
出
し
た
こ
と
を
表
象
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
�
）　

武
田
麟
太
郎
「
文
藝
時
評（
�
）新
人
の
共
通
点　

社
会
小
説
の
芽
生

え
」（「
報
知
新
聞
」
一
九
三
五
・
八
・
二
六
）

（
�
）　
『「
故
郷
」
と
い
う
物
語�
都
市
空
間
の
歴
史
学
』（
一
九
九
八
・
七
、

吉
川
弘
文
館
）

（
�
）　

本
論
の
主
旨
か
ら
は
外
れ
る
が
、〈
故
郷
〉を
め
ぐ
る
言
説
が
溢
れ
て

い
た
時
代
の
空
気
を
よ
り
積
極
的
に
読
み
こ
め
ば
、
郷
土
を
異
に
す
る

二
匹
の
猿
が
ロ
ン
ド
ン
で
「
日
本
」
と
い
う
「
ふ
る
さ
と
」
を
見
出
し
、

最
後
に
「
遁
走
」
す
る
こ
と
は
、
橋
川
文
三
「
日
本
浪
曼
派
と
農
本
主

義
」（『
増
補�
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
一
九
六
五
・
四
、
未
来
社
）

に
お
け
る
「「
郷
土
喪
失
」
の
感
情
は
、
感
傷
と
し
て
、
も
し
く
は
、

主
知
的
な
決
断
と
し
て
、
い
ず
れ
も
「
素
直
」
に
「
日
本
へ
の
回
帰
」

の
コ
オ
ス
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
い
う
指
摘
と
関
係
づ
け
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
猿
ケ
島
」
発
表
か
ら
時
期
は
下
る
が
、
高
見
順

は
「
放
胆
放
題�　
　
�
文
藝
時
評�　
　
�
」（「
文
學
界
」
一
九
三
六
・

一
）
に
お
い
て
、「
新
人
傑
作
集
」
と
題
さ
れ
た
「
中
央
公
論
」（
一
九

三
五
・
一
二
）
掲
載
の
四
つ
の
作
品
（
高
見
順
「
私
生
児
」、
大
鹿
卓

「
火
薬
」、
外
村
繁「
血
と
血
」、
大
谷
藤
子「
血
縁
」）を
取
り
あ
げ
、「
新

人
た
ち
の
眼
が
一
様
に
「
血
」
の
問
題
に
注
が
れ
て
ゐ
る
」
の
は
「
思

想
に
よ
り
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
肩
を
す
か
さ
れ
、
作
家
は
外
の
も
の
に
信
頼

す
る
習
慣
を
失
つ
た
」
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。「
血
」
か
ら
再
出

発
し
よ
う
と
す
る
、「
思
想
」
へ
の
信
頼
を
失
っ
た
者
た
ち
の
一
員
に
、

「
血
」
の
促
し
に
よ
っ
て
逃
亡
を
決
意
す
る
「
私
」
を
描
い
た
「
猿
ケ

島
」
の
作
者
を
加
え
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
牽
強
付
会
と
は
い
え
ま
い
。

そ
の
近
く
に
は
「
日
本
」
の
「
血
統
」
に
重
き
を
置
い
て
い
た
保
田
與

重
郎
の
存
在
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
�
）　

烏
丸
求
女
「『
文
學
界
』『
あ
ら
く
れ
』﹇
九
月
の
諸
雑
誌
﹈」（「
読
売

新
聞
」
一
九
三
五
・
九
・
一
一
）

（
�
）　
「
近
代
小
説
と
寓
意�　
　
�
太
宰
治
「
猿
ケ
島
」「
地
球
図
」論�　
　
�
」

（「
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
」
一
九
九
七
・
三
）

（
�
）　
「「
猿
ケ
島
」
評
釈
」（「
太
宰
治
研
究　

」
二
〇
〇
四
・
六
）

��

（　

）　

東
郷
氏
は
「
逆
行
と
変
身
」（『
太
宰
治
と
い
う
物
語
』
二
〇
〇
一
・
三
、

��

筑
摩
書
房
）
で
も
、
猿
た
ち
は
「
永
遠
に
辿
り
着
く
こ
と
の
な
い
で
あ

ろ
う
ふ
る
さ
と�　
　
�
根
源
的
な
る
も
の
に
向
か
っ
て
遁
走
し
て
行

く
」
と
述
べ
て
い
る
。

（　

）　
「
理
想
主
義
へ
の
憧
れ
と
挫
折�　
　
�
前
期
太
宰
治
の
文
学�　
　
�
」

��

（「
近
代
文
学
試
論
」
一
九
九
〇
・
一
二
）

（　

）　
「
太
宰
治
「
猿
が
島
」を
読
む
」（「
日
文
協
国
語
教
育
」一
九
九
一
・
六
）

��
（　

）　
「
解
題
」（『
太
宰
治
全
集�
第
一
巻
』一
九
八
九
・
六
、
筑
摩
書
房
）

��
（　

）　
『
太
宰
治
の
青
春
像
』
一
九
九
三
・
六
、
朝
日
書
林

��
（　

）　
「『
晩
年
』
の
構
成
」（『
太
宰
治
論�
作
品
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
一

��

九
八
二
・
九
、
雁
書
館
）

���


