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語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

大
江
健
三
郎
「
他
人
の
足
」
論

―
「
人
間
」
と
い
う
陥
穽
と
「
書
く
」
こ
と

―

福　
　

田　
　
　
　
　

涼

一
、
は
じ
め
に

大
江
健
三
郎
は
、
初
の
著
書
で
あ
る
単
行
本『
死
者
の
奢
り
』（
文
藝
春
秋

新
社
、
一
九
五
八
・
三
）
の
「
後
記
」
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

　

僕
は
こ
れ
ら
の
作
品
を
一
九
五
七
年
の
ほ
ぼ
後
半
に
書
き
ま
し
た
。

監
禁
さ
れ
て
い
る
状
態
、
閉
ざ
さ
れ
た
壁
の
な
か
に
生
き
る
状
態
を
考

え
る
こ
と
が
、
一
貫
し
た
僕
の
主
題
で
し
た
。（
略
）

　

こ
こ
に
は
『
飼
育
』
な
ど
の
中
篇
の
系
列
と
『
他
人
の
足
』
を
ふ
く

む
短
篇
の
そ
れ
と
を
収
載
し
ま
し
た
。
僕
が
日
本
の
学
生
の
消
極
的
、

否
定
的
側
面
を
強
調
す
る
と
い
う
批
判
に
は
、
人
間
の
積
極
的
、
肯
定

的
側
面
を
え
が
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
小
説
型
式
、
長
篇
を
書
く
こ
と
で

こ
た
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
出
発
期
に
お
け
る
大
江
の
小
説
に
は
、

閉
鎖
的
な
環
境
な
い
し
状
況
下
に
お
か
れ
た
少
年
や
青
年
た
ち
の
様
子
が
、

し
ば
し
ば
記
述
さ
れ
て
い
る
。
表
題
作
「
死
者
の
奢
り
」（『
文
學
界
』
一
九

五
七
・
八
）
が
第
三
十
八
回
芥
川
賞
の
候
補
と
な
っ
た
際
、「
参
考
作
品
」
に

挙
げ
ら
れ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
「
他
人
の
足
」（『
新
潮
』
一
九
五
七
・
八
）

も
、そ
う
し
た
小
説
の
一
つ
で
あ
る
。
当
該
期
の
受
賞
は
逃
し
た
も
の
の
、選

考
委
員
か
ら）

1
（

「
他
人
の
足
」
は
、「
う
ま
い
短
篇
」（
中
村
光
夫
）、「
コ
ン
ト

と
し
て
は
優
れ
た
構
成
と
香
気
を
も
っ
て
い
る
」（
石
川
達
三
）、「
巧
緻
な

短
編
」（
丹
羽
文
雄
）、「
な
か
な
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
小
品
」（
舟
橋
聖
一
）
な

ど
と
、
総
じ
て
好
意
的
に
評
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
作
の
「
構
成
」
の

面
で
の
分
か
り
や
す
さ
は
、
後
述
の
と
お
り
、
本
作
に
装
填
さ
れ
た
批
評
性

の
射
程
を
、
か
え
っ
て
見
誤
ら
せ
た
向
き
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
好
ん
で
奇
異

穢
悪
の
題
材
を
採
っ
た
の
に
も
何
ら
の
必
然
性
は
認
め
に
く
い
」（
佐
藤
春

夫
）
な
ど
、「
死
者
の
奢
り
」
を
含
め
、
そ
の
「
異
常
な
題
材
」（
川
端
康
成
）

に
抵
抗
感
を
示
し
た
評
者
も
存
在
し
た
。

こ
れ
ら
の
同
時
代
評
と
同
じ
く
、「
他
人
の
足
」
の
評
価
や
解
釈
に
小
さ
く

な
い
影
響
を
与
え
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
江
藤
淳
が
『
死
者
の
奢

り
・
飼
育
』（
新
潮
文
庫
、
一
九
五
九
・
四
）
に
寄
せ
た
「
解
説
」
で
あ
る
。 
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江
藤
は
、
大
江
の
い
わ
ゆ
る
「
監
禁
状
態
」
に
つ
い
て 

「
時
代
的
に
い
え
ば

一
種
の
閉
塞
状
態
で
あ
り
、
存
在
論
的
に
い
え
ば
「
社
会
的
正
義
」
の
仮
構

を
み
ぬ
い
た
も
の
の
一
種
の
断
絶
感
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
た
。

柴
田
勝
二
は
「
他
人
の
足
」
の
大
江
が
「
生
活
の
改
革
を
訴
え
る
学
生
の

肩
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
怠
惰
な
快
楽
に
耽
る
少
年
た
ち

の
側
に
立
っ
て
、
彼
ら
と
学
生
の
対
立
を
描
い
て
い
る
」
と
す
る
。
柴
田
に

よ
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
は
大
江
の
「
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
受
容
す
る
心

性
」
と
と
も
に
「
左
翼
的
な
色
彩
を
帯
び
た
人
間
に
対
す
る
疑
念
や
否
定）

2
（

」

が
表
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
村
泰
行
も
本
作
か
ら
「
実
存

主
義
的
主
人
公
に
よ
っ
て
、
進
歩
的
学
生
が
「
見
張
」
ら
れ
、
そ
の
「
贋
も

の
」
性
が
見
抜
か
れ
る
」
と
い
う
構
図
を
読
み
取
り
、「
作
者
」
は
「
進
歩
的

人
間
に
対
す
る
実
存
主
義
者
の
道
徳
的
優
位
性）

（
（

」
を
う
っ
た
え
て
い
る
と
す

る
。柴

田
と
中
村
の
論
は
、
主
人
公
で
あ
る
「
僕
」 

と 

「
学
生
」
と
の
関
係
に
、

政
治
的
な
立
場
の
二
項
対
立
及
び
、
い
ず
れ
か
一
方
の「
勝
利
」を
読
む
、
と

い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
両
者
は「
左
翼
的
」

「
進
歩
的
人
間
」
で
あ
る
「
学
生
」
の
言
動
に
、「
社
会
的
正
義
」
の
「
敗
北
」

と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
見
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
解
釈
は
作
中
に

記
さ
れ
た
「
勝
利
の
感
情
が
湧
き
お
こ
り
か
け
て
、
急
に
消
え
た
」
と
い
う

「
僕
」
自
身
の
述
懐
を
無
視
し
た
上
で
し
か
成
り
立
ち
得
な
い
。 

イ
ズ
ム
や

立
場
の
優
劣
を
め
ぐ
る
二
項
対
立
は
、
小
説
の
終
盤
に
お
い
て
、
む
し
ろ
解

消
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
作
に
つ
い
て
は
、
江
頭
の
「
解
説
」
を
嚆
矢
と
し
て
、
し

ば
し
ば
「
政
治
」
に
関
わ
る
問
題
が
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
に
、
い
ず
れ
の
論
に
お
い
て
も
、「
一
種
の
強

制
収
容
所
」
と
い
う
本
文
中
の
言
辞
が
孕
む
政
治
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、

言
及
が
回
避
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
他
の
論
考
と
し
て
、
た
と
え
ば
石
川
巧
は
、
本
作
の
大
江
が
意
識
し

た
と
い
う
「『
病
牀
六
尺
』
等
の
子
規
の
言
葉
」
を
参
照
し
つ
つ
「
物
語
世
界

の
細
部
」
の
読
解
を
試
み
、「
テ
ク
ス
ト
内
に
あ
っ
て
、「
僕
」
が
体
験
し
た

様
々
な
感
情
の
振
幅
も
、
結
局
は
〈
内
部
〉
に
抱
え
込
ん
だ
空
白

0

0

に
向
け
ら

れ
た
自
慰
的
な
煩
悶
で
し
か
」
な
く
、「
誰
も
い
な
い
病
床
に
繋
ぎ
と
め
ら
れ

た
生
活
の
苦
し
み
を
こ
ぼ
し
た
子
規
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
僕
」
も
ま

た
固
い
「
壁
」
の
な
か
で
無
為
な
時
間
を
生
き
続
け
る
し
か
な
い）

4
（

」
と
結
論

づ
け
て
い
る
。
ま
た
高
橋
由
貴
は
、
テ
ク
ス
ト
の
精
読
を
通
し
て
「
も
は
や

自
己
の
内
面
に
沈
潜
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
「
僕
ら
」

と
い
う
集
団
に
溶
解
し
た
り
他
人
と
合
一
・
一
体
化
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、

自
己
を
抱
き
込
も
う
と
す
る
抜
き
が
た
い
他
者
と
の
接
触
の
中
で
絶
え
ず
距

離
を
見
出
す
と
い
っ
た
、
常
に
自
己
の
〈
外
部
〉
に
晒
さ
れ
る
「
僕
」
の
あ

り
様）

（
（

」
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
で
、
従
来
の
批
評
が
初
期
の
大
江
作
品
に

見
出
し
て
き
た
「
自
己
完
結
の
至
福
状
態）

6
（

」
と
そ
の
破
綻
、
と
い
う
主
題
の

相
対
化
を
試
み
て
い
る
。
近
年
で
は
、
四
方
朱
子
が
「
こ
の
短
編
の
語
り
手

が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
当
事
者
の
一
人
称
視
点
で
あ
る
」
こ
と
に
着
目
し
た
上

で
、「「
障
害
者
」
と
「
性
」」
と
い
う
視
座
に
立
つ
と
き
に
浮
き
彫
り
と
な
る

「
時
代
性
と
テ
ク
ス
ト
の
構
造
そ
の
も
の
」
に
由
来
す
る
本
作
の
「
差
別
性）

7
（

」

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
他
人
の
足
」
を
め
ぐ
る
論
点
が
多
様
化
す
る
な
か
で
、
し

か
し
未
だ
に
解
釈
が
固
定
化
し
て
い
る
の
は
、
作
中
に
叙
述
さ
れ
る
一
連
の

出
来
事
が
終
わ
っ
た
時
点
で
の
「
僕
」
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
従
来
の
研
究

で
は
、「「
僕
」
の
〈
意
識
〉
は
、
外
部
か
ら
学
生
が
来
る
前
と
去
っ
た
後
と

を
比
較
す
る
と
、
全
く
変
化
を
き
た
し
て
い
な
い）

8
（

」、
あ
る
い
は
「
学
生
が

去
っ
た
あ
と
、
残
さ
れ
た
僕
は
外
部
を
拒
絶
し
快
楽
を
求
め
る
心
性
と
、
回

復
し
な
い
こ
と
、
外
部
と
つ
な
が
り
得
な
い
こ
と
を
意
識
し
絶
望
す
る
と
い

う
二
つ
の
心
性
を
持
っ
た
ま
ま
苛
立
ち
な
が
ら
生
き
る

）
（
（

」
と
い
っ
た
指
摘
が

な
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、「
粘
液
質
の
透
明
な
壁
」
に
よ
っ
て
「
外
部
」

か
ら
閉
ざ
さ
れ
た
状
況
に
甘
ん
じ
る
「
僕
」
の
受
動
的
な
姿
勢
が
、
本
作
か

ら
は
見
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
見
解
に
お
い
て
は
、
一
連
の
叙
述
が「
僕
」に
よ
っ

て
、
ま
さ
し
く
「
外
部
」
に
差
し
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ク

ス
ト
の
位
相
が
見
失
わ
れ
て
い
る
。
本
作
の
帰
趨
を
検
討
す
る
上
で
問
わ
れ

る
べ
き
は
、「
不
思
議
な
監
禁
状
態
」
の
中
で
「
お
と
な
し
く
暮
ら
し
て
い

た
」
筈
の
「
僕
」
が
、「
壁
」
の
「
外
部
」
に
向
け
て
言
葉
を
発
す
る
ま
で
に

至
っ
た
、
そ
の
モ
メ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
テ
ク
ス
ト
の
精
読
を
通
じ
て
、

「
外
部
」
が
闖
入
す
る
こ
と
で
生
じ
た
「
一
種
の
強
制
収
容
所
」
の
住
人
た
る

「
僕
」
お
よ
び
「
僕
ら
」
の
変
化
を
よ
り
明
確
に
跡
付
け
る
と
と
も
に
、「
僕
」

に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
位
相

―
と
り
わ
け
「
政
治
」
に
関
す

る
批
評
性

―
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

二
、「
人
間
」
へ
の
固
執

小
説
は
次
の
よ
う
な
一
節
に
よ
っ
て
幕
を
開
か
れ
る
。

　

僕
ら
は
、
粘
液
質
の
厚
い
壁
の
中
に
、
お
と
な
し
く
暮
ら
し
て
い
た
。

僕
ら
の
生
活
は
、
外
部
か
ら
完
全
に
遮
断
さ
れ
て
い
、
不
思
議
な
監
禁

状
態
に
い
た
の
に
、
決
し
て
僕
ら
は
、
脱
走
を
企
て
た
り
、
外
部
の
情

報
を
聞
き
こ
む
こ
と
に
熱
中
し
た
り
し
な
か
つ
た
。
僕
ら
に
は
外
部
が

な
か
っ
た
の
だ
と
い
つ
て
い
い
。
壁
の
中
で
、
充
実
し
て
、
陽
気
に
暮

ら
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
「
カ
リ
エ
ス
の
子
供
た
ち）

（1
（

」
で
あ
る 

「
僕
ら
」
を
取
り
巻
い
て

い
た
状
況
、
す
な
わ
ち
「
不
思
議
な
監
禁
状
態
」
の
内
実
は
、
ま
だ
示
さ
れ

な
い
。
右
の
文
章
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
僕
ら
」
が
「
外
部
か
ら
完
全
に

遮
断
さ
れ
て
い
」
た
こ
と
、
言
葉
を
換
え
れ
ば
「
僕
ら
」
が
内
部
で
「
完
全

に
」
自
足
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
右
の
叙
述
に
は
、
事
後
的
な
認
識
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に

な
ろ
う
。「
外
部
」
を
持
た
ぬ
往
時
の
「
僕
ら
」
に
と
っ
て
、「
僕
ら
」
と
い

う
集
団
意
識
は
、
明
確
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
ら
に
「
外
部
が
な
か
つ
た
」
以
上
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
「
監
禁

状
態
」に
置
か
れ
て
い
る
、と
い
う
認
識
さ
え
も
、実
は
所
有
し
て
い
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

彼
ら
に
「
僕
ら
」
と
い
う
認
識
が
も
た
ら
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

「
学
生
」
な
る
存
在
が
「
粘
液
質
の
厚
い
壁
の
中
」
へ
闖
入
し
て
く
る
と
い
う

出
来
事
で
あ
っ
た
。
彼
は
「
大
学
の
文
学
部
」
に
い
た
が
「
両
脚
を
だ
め
に

6（



し
ち
や
つ
た
」
こ
と
、
そ
し
て
「
三
週
間
た
つ
て
、
ギ
プ
ス
を
外
し
て
み
て
、

ど
う
な
る
か
定
ま
る
」
の
だ
が
「
き
つ
と
、
だ
め
だ
ろ
う
と
医
者
が
い
つ
て
」

い
た
こ
と
を
「
低
く
細
い
声
」
で
「
僕
」
に
語
る
。
だ
が
、
既
に
「
お
互
い

の
病
状
に
つ
い
て
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
に
、
飽
き
あ
き
し
て
い

た
」
と
い
う
「
僕
」
は
、
ま
と
も
に
受
け
合
わ
な
い
。

や
が
て
「
学
生
」
は
、
彼
を
「
い
つ
も
清
潔
に
し
て
お
き
た
い
」
と
い
う

看
護
婦）

（（
（

に
よ
っ
て
「
羞
恥
」
と
「
屈
辱
」
の
底
に
陥
れ
ら
れ
る
。
看
護
婦
が

退
出
し
た
の
ち
、
彼
は
「
曖
昧
な
声
」
で
、
同
室
の
「
僕
」
に
こ
う
述
べ
る
。

　

僕
は
犬
み
た
い
な
扱
い
を
受
け
る
、
と
学
生
が
い
つ
た
。
僕
は
子
供

の
時
、
犬
を
発
情
さ
せ
て
遊
ん
だ
事
が
あ
る
け
ど
、
今
発
情
さ
せ
ら
れ

る
の
は
僕
だ
。

「
学
生
」
は
自
身
が
「
犬
み
た
い
」
な
存
在
、
つ
ま
り
非
人
間
的
な
存
在
で

あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
、「
結
局
、

こ
こ
で
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
正
常
さ
の
感
覚
な
ん
だ
」、「
僕

ら
も
正
常
な
人
間
だ
と
い
う
確
信
な
ん
だ
」
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
、「
日
常

の
誇
り
」
を
齎
す
べ
く
、
翌
朝
か
ら
「
彼
の
運
動
」
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

高
橋
由
貴
は
、「
彼
の
運
動
」
が
従
来
「〈
政
治
〉
的
範
疇
で
解
釈
さ
れ
て

き
た
」
こ
と
に
違
和
感
を
表
明
し
、
彼
の
言
動
を
「
実
存
的
企
て）

（1
（

」
と
解
し

て
い
る
。
こ
こ
で
「
政
治
」
と
「
実
存
的
企
て
」
を
明
確
に
区
別
し
得
る
か

は
疑
問
だ
が
、
学
生
の
「
運
動
」
が
彼
の
「
実
存
」
に
と
っ
て
も
逼
迫
し
た

問
題
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。「
正
常
さ
の
感
覚
」
や
「
日
常
の

誇
り
」
を
失
い
か
け
て
い
る
の
は
、「
両
脚
を
だ
め
に
し
ち
や
つ
た
」
彼
自
身

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
た
と
え
「
欺
瞞
」
と
評
さ
れ
よ
う
と

も
、
自
ら
が
「
正
常
だ
と
考
え
る
」
こ
と
は
切
実
な
意
味
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
左
の
叙
述
は
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
。

　

誰
に
だ
つ
て
正
常
な
生
活
は
魅
力
が
あ
る
し
、
誇
り
も
回
復
す
る
ん

で
す
よ
、
ね0

？ 

そ
う
で
な
く
ち
や

0

0

0

0

0

0

0

、
社
会
が
成
立
し
な
い
と
思
う
ん
だ
。

君
も
僕
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
ば
い
い
。

傍
点
を
付
し
た
箇
所
が
示
唆
す
る
と
お
り
、
お
そ
ら
く
「
学
生
」
本
人
も
、

お
の
れ
の
発
言
に
「
確
信
」
を
持
つ
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し
、
と

い
う
よ
り
も
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
正
常
」
と
い
う
言
葉
に
執
着
す
る
の
で

あ
る
。

こ
の
後
、「
僕
」
と
「
学
生
」
と
の
、
見
か
け
上
の
対
立
が
次
第
に
顕
在
化

し
て
ゆ
く
。
た
だ
し
両
者
は
、「
僕
」
に
関
し
て
は
「
左
翼
新
聞
」
の
報
道
に

関
す
る
冷
徹
な
論
評
と
、「
自
分
の
言
葉
に
、
最
も
激
し
く
絶
望
的
に
腹
を
立

て
い
た
」
と
の
言
辞
が
示
す
よ
う
に
自
ら
が
「
正
常
で
な
い
」
こ
と
を
強
く

意
識
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
思
考
の
地
盤
を
共
有
し
て
い
る
。
石
川
巧
も

指
摘
す
る
と
お
り
、「
僕
」
は
「
本
質
的
な
意
味
で
は
学
生
と
「
対
立
」
な
ど

し
て
い
な
い）

（1
（

」
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
右
の
「
学
生
」
の
言
葉
を
裏
打
ち
す
る
、
ひ

と
つ
の
主
体
意
識
で
あ
る
。 「
学
生
」は
誰
も
が「
正
常
」さ
を
希
求
し
、「
誇

り
」
を
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
「
社
会
が
成
立
し
な
い
」
と
い
う
。
で
は
、

「
正
常
な
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
「
確
信
」
や
「
誇
り
」
を
持
た
ぬ
者
は
、「
社

会
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
と
い
う
の
か
。
先
の
「
犬
み
た
い

な
扱
い
」
と
い
う
、
彼
自
身
の
言
葉
を
思
い
起
こ
そ
う
。
彼
の
論
理
を
敷
衍

す
れ
ば
、「
正
常
な
人
間
」
で
あ
る
と
い
う
「
誇
り
」
を
有
し
な
い
存
在
は
、
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彼
が
「
子
供
の
時
」
に
「
発
情
さ
せ
て
遊
ん
だ
」
対
象
で
あ
る
犬
と
同
様
に
、

人
間
の
「
社
会
」
の
周
縁
に
配
さ
れ
、
管
理
の
対
象
と
し
て
遇
さ
れ
て
然
る

べ
き
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
「
正
常
な
人
間
」
と
い
う
概
念
は
、
看
護
婦
が
「
自
殺
未
遂
の
少
年
」

に
対
し
て
「
執
拗
」
に
呼
び
掛
け
る
内
容
と
も
関
連
し
て
い
る
。

　

ね
え
、勇
気
を
出
す
の
よ
。 

そ
し
て
手
術
を
な
さ
い
。
お
母
様
が
泣

い
て
頼
ん
で
ら
し
た
じ
や
な
い
の
。
ね
え
、
勇
気
を
出
し
な
さ
い
。
男

で
し
よ
？
（
略
）

　

ね
え
、勇
気
を
出
す
の
よ
。 

病
気
は
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

よ
。
あ
な
た
は
、
歩
か
な
き
や
な
ら
な
い
の
よ
。
人
間
は
歩
く
よ
う
に

で
き
て
る
で
し
よ
。
ね
え
、
勇
気
を
出
す
の
よ
。

看
護
婦
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
勇
気
」
を
持
た
ぬ
者
は
一
人
前
の

「
男
」
と
し
て
は
扱
わ
れ
ず）

（1
（

、
ま
た
歩
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
は
「
正
常
な

人
間
」
と
し
て
は
見
做
さ
れ
な
い

）
（1
（

。「
正
常
」「
勇
気
」、「
人
間
」、
こ
れ
ら
の

諸
概
念
が
一
つ
に
結
び
合
う
と
き
、
そ
れ
は
鞏
固
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

作
用
す
る
だ
ろ
う
。

学
生
が
病
棟
に
来
て
か
ら
三
週
間
が
経
過
し
た
あ
る
夜
、「
学
生
」は「
僕
」

に
弱
音
を
吐
く
。
当
日
の
朝
、
彼
は
医
者
か
ら
、
彼
の
両
脚
が
「
も
う
い
け

な
い
ら
し
い
」
こ
と
を
宣
告
さ
れ
て
い
た
。「
僕
」
は
「
学
生
」
に
対
し
て
初

め
て
「
優
し
い
感
情
」
を
抱
く
。
と
こ
ろ
が
翌
朝
の
「
僕
ら
」
は
「
お
互
に

ぎ
こ
ち
な
か
つ
た
」
と
い
う
。

学
生
は
僕
に
弱
音
を
吐
い
た
こ
と
を
、
非
常
に
恥
じ
て
い
る
様
子
だ
つ

た
。
そ
し
て
、
学
生
は
そ
の
日
か
ら
、
彼
の
グ
ル
ー
プ
の
活
動
に
も
つ

と
熱
中
し
始
め
た
。

こ
の
よ
う
に
「
学
生
」
は
、「
正
常
な
人
間
」
と
し
て
の
「
誇
り
」
や
「
男
」

ら
し
さ
を
恢
復
せ
ん
と
し
て
「
活
動
」
に
よ
り
一
層
熱
中
す
る
。 

か
よ
う
な

「
学
生
」
に
対
し
、
療
養
所
の
少
年
た
ち
は
、
は
じ
め
は
「
軽
い
興
味
」
を
惹

き
つ
け
ら
れ
、「
少
し
ず
つ
」
誘
導
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
「
か
つ

て
看
護
婦
か
ら
得
て
い
た
衛
生
的
な
快
楽
、
日
常
的
な
小
さ
い
快
楽
を
棄
て

さ
」
る
に
至
る
。
た
だ
し
、
末
尾
の
叙
述
を
先
取
り
す
れ
ば
、
彼
ら
の
変
化

は
「
近
頃
、
皆
少
し
変
だ
つ
た
じ
や
な
い
？
」「
な
ん
だ
か
変
だ
つ
た
わ
よ
、

近
頃
ず
つ
と
」
と
見
做
さ
れ
る
程
度
の
も
の
で
し
か
な
い
。「
長
く
単
調
な
時

間
を
生
き
て
い
る
」
彼
ら
に
と
っ
て
、「
学
生
」
の
「
運
動
」
と
は
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
恰
好
な
退
屈
凌
ぎ
の
材
料
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

な
お
、「
学
生
」
が
主
導
す
る
「
運
動
」
の
一
つ
が
「
原
水
爆
禁
止
の
た
め

の
声
明
文
を
新
聞
に
送
り
つ
け
る
事
」
で
あ
っ
た
点
は
、
本
稿
の
議
論
に

と
っ
て
示
唆
的
で
あ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
は
、
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー

シ
ー
『
ヒ
ロ
シ
マ
』（
ク
ノ
ッ
プ
社
、
一
九
四
六
・
八
）
の
書
評
で
、
同
書
か

ら
「
彼
〔
＝
広
島
流
川
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
谷
本
清
〕
は
意
識
を
は
っ
き

り
も
っ
て
絶
え
ず
自
分
に
こ
う
言
い
聞
か
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

人
間
な
ん
だ
ぞ
、
と
」
と
い
う
く
だ
り）

（1
（

を
引
用
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
続
け

て
い
る
。

こ
う
し
た
物
語
の
全
体
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、
こ
れ
ら
不

幸
な
人
々
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
人
間
的
な
振
る
舞
い
が
、
動
物

的
な
朦
朧
状
態
の
根
底
の
上
で
か
ろ
う
じ
て
続
い
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る）

（1
（

。
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こ
れ
に
関
連
し
て
、
大
江
の『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』（
岩
波
新
書
、
一
九

六
五
・
六
）
に
は
「
放
射
能
に
よ
っ
て
細
胞
を
破
壊
さ
れ
、
そ
れ
が
遺
伝
子

を
左
右
す
る
と
き
、
明
日
の
人
類
は
、
す
で
に
人
間
で
な
い
、
な
に
か
異
様

な
も
の
で
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
」（
エ
ピ
ロ
ー
グ 

広
島
か
ら
…
…

）
（1
（

）
と
綴

ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
「
Ⅳ
」
章
が
「
人
間
の
威
厳
に
つ
い
て
」
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
江
に
と
っ
て「
ヒ
ロ
シ
マ
」を
め
ぐ
る
運
動
は
、
原

爆
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
「
人
間
の
威
厳
」
を
取
り
戻
す
た
め
の
闘
争
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
大
江
は
「
人
間
」
と
い
う
概
念
や
、
そ
れ
に
対
す
る
信
頼
が
最
悪

な
政
治
的
状
況
を
招
来
し
か
ね
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
向
け
て
い
た
。
ト

ル
ー
マ
ン
米
国
大
統
領
ら
が
原
爆
投
下
を
決
定
す
る
際
、
た
と
え
原
爆
が
広

島
の
人
や
街
に
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
と
し
て
も
、「
人
間
的
な
力
」
を

も
っ
て
す
れ
ば
回
復
は
可
能
で
あ
る
と
い
う「
信
頼
」の
情
が
、
背
後
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
大
江
は
「
想
像
」
す
る
。

こ
れ
か
ら
自
分
が
手
ひ
ど
い
打
撃
を
あ
た
え
る
敵
の
《
人
間
的
な
力
の

信
頼
》、
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
犠
牲
羊
の
も
っ
て
い
る
、
自
分
で
自
分

の
後
始
末
を
す
る
能
力
へ
の
、
狼
の
信
頼
。
こ
れ
は
僕
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
い
だ
く
、
も
っ
と
も
み
に
く
い
悪
夢
だ
。（
Ⅴ 

屈
服

し
な
い
人

）々
（1
（

）

こ
う
し
た
「《
人
間
的
な
力
の
信
頼
》」
を
、
大
江
は
「
徹
底
的
な
卑
劣
さ

に
か
ざ
ら
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
信
仰）

11
（

」
と
呼
ぶ
。「
人
間
」
と
い
う
主
体
意

識
、
あ
る
い
は
「
人
間
性
」
と
い
う
概
念
が
、「
政
治
」
に
直
結
す
る
こ
と
の

危
う
さ
が
、こ
こ
で
は
判
然
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た『
ヒ
ロ
シ
マ
・

ノ
ー
ト
』
の
議
論
を
、
先
行
テ
ク
ス
ト
た
る
「
他
人
の
足
」
に
直
ち
に
敷
衍

す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
が
、「
人
間
」
や
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念

に
拘
泥
す
る
こ
と
の
陥
穽
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
テ

ク
ス
ト
は
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

村
上
克
尚
は
、
大
江
の「
奇
妙
な
仕
事
」（『
東
京
大
学
新
聞
』一
九
五
七
・

五
）
を
論
じ
る
過
程
で
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、
集
団
の
同
一
性
を
脅
か
す
も
の
を
、
無
視
＝
殺
害

可
能
な
動
物
と
規
定
す
る
。 

フ
ァ
シ
ズ
ム
は
、こ
の
境
界
に
基
づ
い
て
、

想
像
力
の
流
れ
の
統
括
を
行
う
。
こ
こ
か
ら
、
自
分
が
属
す
る
集
団
へ

の
熱
狂
と
、
他
の
集
団
へ
の
驚
く
べ
き
冷
淡
さ
が
説
明
さ
れ
る）

1（
（

。

こ
の
よ
う
に
「
フ
ァ
シ
ズ
ム

）
11
（

」
と
い
う
政
治
状
況
に
お
い
て
は
、「
集
団
の

同
一
性
」
を
把
持
す
る
た
め
に
、
社
会
的
な
弱
者
や
他
の
集
団
の
成
員
が
、

「
人
間
」
と
し
て
主
体
化
さ
れ
る
以
前
の
存
在
、
す
な
わ
ち
「
動
物
」
の
ご
と

き
存
在
と
見
做
さ
れ
、
あ
る
い
は
排
除
＝
殺
害
の
対
象
と
な
る
。「
人
間
」
や

「
人
間
性
」
に
固
執
す
る
こ
と
の
陥
穽
は
、
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
。「
他
人
の

足
」
の
「
僕
」
と
「
学
生
」
は
、
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
た
。

　

戦
争
だ
つ
て
？ 

と
僕
は
驚
い
て
い
つ
た
。
僕
ら
は
、そ
ん
な
も
の
に

関
係
な
い
ぜ
。

　

関
係
が
な
い
な
ん
て
、
と
学
生
も
驚
い
た
声
を
出
し
た
。
僕
と
同
じ

世
代
の
青
年
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
な
ん
て
考
え
て
も
み
な
か
つ
た
。

等
し
く
「
純
粋
戦
後
世
代
」
に
属
す
る
青
年
同
士
に
お
け
る
、
こ
う
し
た

見
解
の
相
違
は
、
同
時
代
に
顕
在
化
し
て
い
た
「
戦
争
体
験
」
の
問
題）

11
（

に
つ

い
て
考
慮
す
る
上
で
も
示
唆
的
で
は
あ
る
が
、
今
は
措
く
。
こ
こ
で
よ
り
重
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要
な
の
は
、「
学
生
」
の
「
平
和
の
た
め
」
と
自
称
さ
れ
る
一
連
の
政
治
的
な

「
活
動
」
が
、
広
義
の
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
的
煽
動

―
大
江
自
身
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
あ
い
ま
い
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
し
だ
い
に
リ
ア
リ
ス

チ
ッ
ク
な
判
断
力
や
分
析
力
が
衰
退
し
た
あ
げ
く
、
持
続
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

も
う
し
な
っ
て
怒
り
っ
ぽ
く
非
論
理
的
に
な
っ
た
若
い
精
神
の
行
き
つ
く
と

こ
ろ
は
、
お
お
か
れ
少
な
か
れ
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
つ
な
が
る）

11
（

」

―
に
転
落
し

て
ゆ
く
可
能
性
に
、「
学
生
」
本
人
が
自
覚
的
で
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
側
面
に
着
目
す
る
と
き
、「
戦
争
」
に
「
関
係
が
な
い
な
ん
て
」

と
驚
く
学
生
自
身
の
発
言
は
、
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
響
か
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
、
冒
頭
で
確
認
し
た
と
お
り
、
本
作
に
お
い
て
相
対
化
さ
れ
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た「
学
生
」の
言
動
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
次

の
叙
述
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

午
後
に
な
つ
て
、
自
殺
未
遂
の
少
年
は
、
学
生
た
ち
の
快
活
な
励
ま

し
に
送
ら
れ
て
、
サ
ン
ル
ー
ム
を
運
び
出
さ
れ
て
行
つ
た
。
手
術
す
る

勇
気
が
出
た
の
だ
ろ
う
、
と
僕
は
考
え
た

0

0

0

0

0

。
あ
い
つ
ら
の
馬
鹿
さ
わ
ぎ

も
、
す
つ
か
り
む
だ
な
訳
で
は
な
い
な
。

傍
点
を
付
し
た
箇
所
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
「
手
術
す

る
勇
気
が
出
た
の
だ
ろ
う
」
と
の
推
測
は
、
あ
く
ま
で
「
僕
」
一
人
の
も
の

に
過
ぎ
な
い
。
少
年
自
身
の
あ
り
よ
う
は
「
送
ら
れ
て
」、「
運
び
出
さ
れ
て

行
つ
た
」
と
、
い
ず
れ
も
受
身
の
表
現
で
も
っ
て
描
出
さ
れ
る
。
彼
の
真
意

は
定
か
で
は
な
く）
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、
し
た
が
っ
て
肯
定
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る

「
快
活
な
励
ま
し
」が
、
少
年
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
同
調
圧
力
と
し
て
抑
圧

的
、
な
い
し
は
暴
力
的
に
作
用
し
た
と
い
う
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、「
戦
争
」
に
「
関
係
な
い
ぜ
」
と
断
言
す
る

「
僕
」
も
ま
た
、「
あ
い
つ
ら
の
馬
鹿
さ
わ
ぎ
」、
す
な
わ
ち
「
自
分
が
属
す
る

集
団
へ
の
熱
狂
」（
村
上
前
掲
論
）
に
潜
む
陥
穽
を
見
過
ご
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。三

、
萌
え
出
づ
る
「
希
望
の
芽
」

と
は
い
え
「
学
生
」
に
よ
る
「
運
動
」
が
、「
僕
」
を
含
め
た
療
養
所
の
少

年
少
女
に
、
い
く
ば
く
か
の
希
望
を
齎
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
こ
の
病
棟
に
い
る
唯
一
人
の
少
女
」、す

な
わ
ち
「
い
つ
も
花
の
栽
培
の
本
だ
け
読
ん
で
い
る
少
女
の
カ
リ
エ
ス
患

者
」
で
あ
る
。
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
女
が
ま

さ
し
く「
い
つ
も
花
の
栽
培
の
本
だ
け
読
ん
で
い
る
」点
は
重
要
で
あ
る
。
植

物
は「
足
」を
持
た
ず
、
自
ら
の
意
思
で
は
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
で
も
、
根
生
い
の
場
所
で
美
し
い
「
花
」
を
咲
か
せ
る
植
物
は
、
少
女
に

と
っ
て
憧
憬
の
対
象
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
女
は
「
妹
が
優
し
い
兄
を
見
つ
め
る
よ
う
な
眼
で
、
学
生
の
よ
く
動
く

脣
を
見
つ
め
」、
学
生
の
寝
椅
子
に
片
手
を
か
け
て
い
た
と
い
う
。
や
が
て

「
学
生
」
と
少
女
、
二
人
の
脣
は
触
れ
合
う
こ
と
に
な
る
。

夜
明
け
が
た
、
ギ
プ
ス
の
音
を
鈍
く
響
か
せ
、
学
生
が
上
半
身
を
起
し

て
少
女
に
接
吻
し
た
。脣
の
触
れ
あ
う
、濡
れ
た
柔
か
い
音
が
し
た
。僕

は
優
し
い
感
情
に
充
た
さ
れ
て
い
つ
た
が
、
そ
の
奥
に
、
押
し
あ
げ
て

来
る
怒
り
の
感
情
も
あ
る
の
だ
。

こ
こ
で
「
睡
眠
薬
を
取
り
出
す
た
め
に
腕
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
」
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「
僕
」
は
、
鈍
い
「
ギ
プ
ス
の
「
音
」
と
「
脣
の
触
れ
あ
う
、
濡
れ
た
柔
か
い

音
」
を
耳
に
す
る
。「
僕
ら
」
す
な
わ
ち
少
年
た
ち
が
享
受
す
る
「
手
軽
な
快

楽
」
か
ら
隔
て
ら
れ
た
こ
の
少
女
は
、
こ
こ
で
初
め
て
少
年
た
ち
が
看
護
婦

の
「
濡
れ
て
ぶ
よ
ぶ
よ
し
て
い
る
脣
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
「
手
軽
な
快

楽
」
と
は
全
く
別
種
の
エ
ロ
ス
を
体
験
す
る
。
彼
女
は
、
病
棟
と
い
う
場
に

縛
ら
れ
て
あ
り
な
が
ら
、
な
お
そ
こ
で
得
ら
れ
る
「
希
望
」
を
、
我
が
身
を

も
っ
て
感
受
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
な
少
女
と
「
学
生
」
の
あ
り
よ
う
に
対
し
、「
僕
」
は
「
優
し
い
感

情
」
を
抱
き
つ
つ
も
、
そ
の
奥
に
は
「
押
し
あ
げ
て
来
る
怒
り
の
感
情
」
が

存
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
「
怒
り
」
は
、
彼
ら
に
「
賤
民
の
団
結
」
や
「
不

具
者
の
助
け
あ
い
」
の
「
み
じ
め
」
さ
を
見
る
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。「
僕
ら

こ
そ
、
手
を
繋
ぎ
あ
つ
て
、
一
つ
の
力
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
病

院
の
外
の
運
動
と
呼
応
す
る
ん
だ
」
と
い
う
「
学
生
」
の
呼
び
掛
け
を
、
激

し
い
剣
幕
で
峻
拒
し
て
い
た
。

　

僕
は
誰
と
も
手
を
結
ば
な
い
、
と
僕
は
い
つ
た
。
僕
は
立
つ
て
歩
け

る
男
と
は
無
関
係
だ
。
そ
し
て
、
僕
と
同
じ
よ
う
に
歩
け
な
い
で
寝
て

い
る
連
中
、
彼
ら
は
僕
の
同
類
で
、
執
拗
に
躰
を
こ
す
り
つ
け
て
く
る

し
、
僕
ら
は
同
じ
表
情
、
同
じ
厭
ら
し
さ
を
持
つ
て
い
る
。
僕
ら
は
彼

ら
と
手
を
繋
ぐ
の
も
断
わ
る
。

こ
れ
を
聞
い
た
「
学
生
」
は
「
不
服
そ
う
な
顔
を
し
な
が
ら
」
も
黙
り
込

ま
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
は
そ
の
後
も
「
僕
は
君
に
も
、
グ
ル
ー
プ
に
入
つ
て

ほ
し
い
と
思
つ
て
い
る
」
と
暫
く
勧
誘
を
続
け
る
が
、「
僕
」
は
「
孤
立
」
を

貫
く
の
で
あ
る
。

接
吻
の
翌
日
、「
学
生
」
は
診
療
室
に
運
ば
れ
て
行
く
。
少
年
た
ち
は
「
サ

ン
ル
ー
ム
」
で
「
低
く
合
唱
」
し
な
が
ら
「
学
生
」
の
帰
り
を
待
っ
て
い
た
。

彼
ら
の
歌
は「
高
い
天
窓
の
あ
た
り
へ
上
つ
て
ゆ
き
」、
栄
養
を
含
ん
だ
シ
ャ

ワ
ー
の
よ
う
に
「
ふ
り
そ
そ
い
で
」
来
る
。
そ
し
て
「
僕
は
そ
れ
を
聞
き
な

が
ら
、
う
つ
ら
う
つ
ら
し
て
い
た
」
と
い
う
。

こ
こ
に
は
「
サ
ン
ル
ー
ム
」
と
い
う
場
所
で
、
ま
さ
し
く
「
陽
の
光
」
を

浴
び
る
、
植
物
の
よ
う
な
少
年
た
ち
の
姿
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
先
に
触

れ
た
と
お
り
、
彼
ら
は
「
犬
」
を
発
情
さ
せ
る
如
く
与
え
ら
れ
る
「
日
常
的

な
小
さ
い
快
楽
」
を
棄
て
去
っ
て
い
た
。
少
年
た
ち
と
、
同
じ
く
植
物
に
擬

え
得
る
「
唯
一
人
の
少
女
」
は
、
こ
の
と
き
等
し
く
「
カ
リ
エ
ス
の
子
供
た

ち
」
と
し
て
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
急
に
少
年
た
ち
の
歌
が
止
み
、「
僕
」
は
「
広
い
窓
ガ
ラ
ス
の
向
う

を
見
た
」。

　

診
察
室
の
開
か
れ
た
ド
ア
の
前
の
青
く
光
る
芝
生
の
上
を
、
臆
病
な

動
物
の
仔
の
よ
う
に
、
学
生
が
ゆ
つ
く
り
歩
い
て
い
た
。
僕
は
胸
を
し

め
つ
け
ら
れ
た
。（
略
）

　

拍
手
が
起
つ
た
。
僕
は
少
女
を
含
め
て
、
カ
リ
エ
ス
の
子
供
た
ち
が

皆
、
幸
福
そ
う
に
拍
手
し
て
い
る
の
を
見
た
。（
略
）
感
動
が
喉
に
こ
み

あ
げ
た
。
あ
の
男
は
、
僕
ら
の
周
り
の
、
厚
い
粘
液
質
の
壁
に
罅
を
入

れ
、
外
へ
の
希
望
を
は
つ
き
り
回
復
し
た
の
だ
、
と
僕
は
喉
を
燥
か
せ

て
考
え
た
。

こ
う
し
て
「
僕
の
心
の
中
で
、
小
さ
い
が
形
の
良
い
、
希
望
の
芽
」
が
育

ち
始
め
る
。
こ
れ
ま
で
連
帯
を
拒
絶
し
て
い
た「
立
つ
て
歩
け
る
男
」と
、
手
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を
繋
ぐ
こ
と
が
、
こ
こ
で
初
め
て
熱
っ
ぽ
く
夢
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、「
動
物
」
へ
の
逆
行

「
僕
ら
」
の
期
待
に
反
し
て
「
学
生
」
は
な
か
な
か
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
。

少
年
た
ち
は
話
し
疲
れ
、「
ぐ
つ
た
り
し
た
表
情
」
で
、「
し
か
し
熱
心
に
待

ち
続
け
て
い
た
」。「
僕
」
も
ま
た
「
辛
抱
強
く
待
ち
続
け
た
」。
と
こ
ろ
が
、

事
態
は
「
僕
」
や
少
年
た
ち
が
思
う
よ
う
に
は
運
ば
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
サ
ン
ル
ー
ム
の
ド
ア
が
開
き
、
柔
ら
か
い
空
色
の
ズ
ボ
ン

を
は
い
た
学
生
が
戻
つ
て
来
た
。（
略
）
学
生
は
曖
昧
な
、
固
い
表
情
を

し
て
い
た
。
な
に
か
、
う
ま
く
行
か
な
い
、
し
こ
り
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
の
だ
。
こ
ん
な
筈
は
な
い
、
と
僕
は
せ
き
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
考

え
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。
あ
の
男
は
よ
そ
よ
そ
し
い
。
自

分
の
足
の
上
に
立
つ
て
い
る
人
間
は
、
な
ぜ
非
人
間
的
に
見
え
る
の
だ

ろ
う
。
こ
ん
な
筈
で
は
な
か
つ
た
。

「
人
間
」
と
い
う
主
体
意
識
を
把
持
す
べ
く
振
舞
っ
て
い
た
「
学
生
」
が

「
自
分
の
足
の
上
に
立
つ
て
い
る
人
間
」
―
「
正
常
」
な
人
間

―
と
し
て

の
自
己
を
回
復
し
た
途
端
「
非
人
間
的
」
に
見
え
る
と
い
う
逆
説
が
、
こ
こ

に
は
叙
さ
れ
て
い
る
。「
学
生
」
は
「
た
め
ら
い
を
押
し
き
る
よ
う
に
胸
を
つ

き
出
し
、
こ
わ
ば
つ
た
微
笑
を
浮
か
べ
て
」、
少
年
た
ち
の
許
に
歩
み
寄
る
。

一
人
の
少
年
が
、「
ね
、
君
の
足
に
触
ら
せ
て
く
れ
な
い
か
」
と
「
お
ず
お
ず

し
た
声
」
で
頼
む
と
、「
学
生
」
は
「
意
識
し
た
快
活
さ
で
少
年
に
躰
を
よ
せ

た
」。少

年
は
、
最
初
指
で
学
生
の
腿
に
ふ
れ
、
そ
れ
か
ら
静
か
に
両
掌
で
そ

れ
を
支
え
、こ
す
り
つ
け
た
。
少
年
は
執
拗
に
そ
の
動
作
を
繰
返
し
、や

り
な
お
し
た
。
僕
は
少
年
が
口
を
半
ば
開
き
、
眼
を
瞑
つ
て
熱
つ
ぽ
い

息
を
吐
い
て
い
る
の
を
見
た
。

石
川
巧
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
少
年
の
こ
う
し
た
振
舞
い
や
仕
草
は
「
オ

ナ
ニ
ス
ム
的）

11
（

」
な
要
素
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
と
き
「
学
生
」
の
「
人

間
」
と
し
て
の
全
体
性
は
看
過
さ
れ
、
夢
想
や
羨
望
の
対
象
と
し
て
の
彼
の

「
足
」と
い
う
ご
く
一
部
の
器
官
が
、
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
消
費
さ
れ
る

の
で
あ
る）

11
（

。

こ
れ
に
対
し
、「
学
生
」
は
「
急
に
躰
を
引
き
」「
よ
し
て
く
れ
よ
、
よ
せ

つ
た
ら
」
と
い
う
「
邪
怪
な
声
」
で
叫
ぶ
。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
執

拗
に
躰
を
こ
す
り
つ
け
て
く
る
」
か
つ
て
の
「
同
類
」
へ
の
生
理
的
な
次
元

で
の
拒
否
反
応
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
思
惟
を
裏
切
る
身
体
の
他
者
性
が
、
他
の
場
面

で
も
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ほ
ら
、
ご
ら
ん
な
さ
い
。
ほ
ら
、
と
看
護
婦
は
、
学
生
の
下
腹
部
を

見
お
ろ
し
て
い
つ
た
。
あ
な
た
は
正
直
じ
や
な
い
わ
。

い
く
ぶ
ん
猥
褻
な
印
象
を
齎
す
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
学
生
」
の

身
体
＝
下
腹
部
は
、
彼
自
身
が
命
ず
る
と
こ
ろ
に
反
し
た
作
用
を
示
し
て
い

る
。
先
の
場
面
に
戻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
も
彼
の
身
体
は
、「
学

生
」
自
身
の
思
考
を
裏
切
り
、
彼
が
「
正
直
じ
や
な
い
」
こ
と
を
暴
露
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
少
年
の
両
掌
で
こ
す
り
つ
け
ら
れ
た
彼
自
身
の
足
は
、
ま
さ

し
く
「
他
人
の
足
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
学
生
は
皆
か
ら
拒
ま
れ
、

自
分
の
下
肢
に
支
え
ら
れ
て
胸
を
は
つ
て
い
た
」。
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そ
こ
に
現
れ
る
の
が
、「
学
生
と
そ
つ
く
り
の
、
強
靭
で
下
品
な
顎
を
持
つ

て
い
る
」 
中
年
の
女
で
あ
る
。「
学
生
」
の
母
と
思
し
き
こ
の
女
は
、
サ
ン

ル
ー
ム
の
入
口
か
ら
「
横
柄
に
僕
ら
を
見
ま
わ
し
」
な
が
ら
「
タ
カ
シ
さ
ん
、

早
く
い
ら
つ
し
や
い
、
タ
カ
シ
さ
ん
」
と
彼
を
呼
ぶ
。「
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
登

場
人
物
た
ち
」
が

―
「
左
翼
新
聞
」
に
は
「
皆
の
名
前
ま
で
あ
る
わ
。
活

字
で
、
き
ち
ん
と
よ
」
と
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
に
も
拘
ら
ず

―
「
殊

更
個
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い

）
11
（

」
な
か
で
、「
学
生
」
に
は
例
外
的
に

「
タ
カ
シ
」と
い
う
名
が
附
与
さ
れ
、
更
に
そ
の
外
見
が
描
出
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

野
口
武
彦
は
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』（『
群
像
』
一
九
六
七
・
一

〜
七
）
を
論
じ
る
中
で
、
大
江
が
「
自
分
の
生
み
出
し
た
執
拗
な
イ
メ
ー
ジ

の
群
れ
に
い
か
に
偏
執
す
る
か
」
と
い
う
点
に
注
意
を
促
し
、「
性
的
暴
力
の

時
限
爆
弾
を
内
部
に
埋
蔵
さ
せ
て
そ
の
生
涯
を
疾
走
す
る
鷹0

四
の
前
身
に
は
、

す
で
に
『
叫
び
声
』
の
「
怪
物
」 

強
姦
殺
人
者
の
呉
鷹0

男
が
い
る）

11
（

」
と
、
本

稿
の
議
論
に
と
っ
て
瞠
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
る
。『
叫
び
声
』（『
群
像
』

一
九
六
二
・
一
一
）
と
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』
と
を
結
ぶ
「
鷹
」

の
系
譜
に
着
眼
す
る
と
き
、「
他
人
の
足
」
の
「
タ
カ
シ
」
は
ど
の
よ
う
な
存

在
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
彼
は
こ
う

語
っ
て
い
た
。

　

僕
は
今
日
、
ア
ジ
ア
の
民
主
主
義
国
家
が
、
世
界
の
動
き
に
対
し
て
、

ど
ん
な
意
味
を
持
つ
か
を
中
心
に
、
説
明
し
た
ん
だ
。
誰
一
人
、
毛
沢

東
を
知
ら
な
い
ん
だ
か
ら
な
あ
。
僕
は
、
僕
ら
の
会
を
《
世
界
を
知
る

会
》
と
い
う
名
に
し
よ
う
と
思
う
ん
だ
。

右
の
よ
う
な
「
世
界
の
動
き
」
を
鳥
瞰
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
や
、

「
自
由
」
へ
の
希
求
、
そ
し
て
彼
が
着
用
す
る
「
空
色
の
ズ
ボ
ン
」
な
ど
、
彼

は
少
な
か
ら
ず
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
を
髣
髴
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
彼
が
母
親
と
思

し
き
「
中
年
の
女
」
と
共
有
す
る
「
強
靭
で
下
品
な
顎
」
は
、
弱
者
を
捕
獲

す
る
動
物
＝
猛
禽
類
の
暴
力
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
露
わ
に
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
強
者
の
暴
力
が
「
人
間
」
と
い
う
主
体
意
識
と
結
合
す
る
と
き
、
そ
れ
が

「
犬
」
の
如
き
弱
者
に
対
す
る
抑
圧
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
学
生
」
と
い
う
登
場
人
物
に
つ
い
て
は
、
身
体
の
描
写
や

呼
称
と
い
っ
た
細
部
か
ら
も
、
一
見
穏
や
か
で
「
単
純
」
と
も
思
わ
れ
る
彼

の
言
動
に
潜
む
暴
力
性
を
剔
抉
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
は
も
は

や
「
臆
病
な
動
物
の
仔
」
で
は
あ
り
得
な
い
。

「
皆
か
ら
拒
ま
れ
」
た
「
学
生
」
は
「
脣
を
歪
め
て
」
療
養
所
の
「
外
部
」

へ
と
歩
い
て
ゆ
く
。「
ド
ア
を
閉
ざ
す
時
、
学
生
が
僕
に
訴
え
か
け
る
よ
う
な

弱
よ
わ
し
い
視
線
を
む
け
た
が
、
僕
は
冷
淡
に
顔
を
そ
む
け
た
」。「
ひ
ど
く

遅
れ
た
昼
食
」
の
後
、
少
女
は
「
サ
ン
ル
ー
ム
」
を
離
れ
「
個
室
に
引
籠
」
っ

て
し
ま
い
、「
僕
」
も
ま
た
個
室
へ
と
退
き
下
が
る
。

　

結
局
、
僕
は
あ
い
つ
を
見
張
つ
て
い
た
。
そ
し
て
、
あ
い
つ
は
贋
も

の
だ
つ
た
ん
だ
、
と
僕
は
考
え
た
。
勝
利
の
感
情
が
湧
き
お
こ
り
か
け

て
、
急
に
消
え
た
。

こ
う
し
て
「
厚
い
粘
液
質
の
壁
の
罅
」
は
「
癒
合
」
し
、「
暗
い
拡
が
り
」

が
静
か
に
躰
を
寄
せ
て
来
る
。「
小
さ
い
が
形
の
良
い
、
希
望
の
芽
」
は
明
る

い
陽
光
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
療
養
所
に
は
「
あ
の
聞
き
な
れ
た
、
卑
猥
な
忍
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び
笑
い
」
が
復
活
す
る
。
少
年
た
ち
は
、
皆
「
手
軽
な
快
楽
」
を
施
さ
れ
る

「
犬
」
の
よ
う
な
存
在
へ
と
逆
行
し
て
ゆ
く
。
そ
し
て
「
僕
」
も
ま
た
、
自
ら

の
下
腹
部
に
看
護
婦
の
「
乾
い
て
冷
た
い
掌
」
が
「
荒
あ
ら
し
く
触
れ
」
る

の
に
任
せ
る
の
で
あ
る
。

五
、「
書
く
」
こ
と
の
意
義

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
こ
で
改
め
て
冒
頭
近
く
の
叙
述
を
確
認

し
よ
う
。

　

僕
は
、
そ
の
厚
い
壁
に
触
れ
て
み
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
壁

は
し
つ
か
り
閉
ざ
し
て
い
、
僕
ら
を
監
禁
し
て
い
た
。
そ
れ
は
確
か
な

こ
と
だ
。
僕
ら
は
、
一
種
の
強
制
収
容
所
に
い
た
の
だ
が
、
決
し
て
そ

の
粘
液
質
の
透
明
な
壁
に
、
深
い
罅
を
い
れ
て
逃
亡
し
よ
う
と
は
し
な

か
つ
た
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
、「
外
部
が
な
か
つ
た
」、
す
な
わ
ち
「
監
禁
」
さ
れ

て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
筈
の
「
僕
」
を
し
て
、「
不
思
議
な
監

禁
状
態
」
に
い
る
こ
と
を
「
確
か
な
こ
と
」
と
し
て
認
知
せ
し
め
た
の
は
、

「
外
部
」
か
ら
の
闖
入
者
た
る
「
学
生
」
そ
の
人
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
「
学
生
」
が
去
っ
た
後
、「
僕
」
は
そ
の
「
不
思
議
な
監
禁
状
態
」
に
、

ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
僕
」
が

以
下
の
よ
う
な
「
学
生
」
の
姿
を
認
め
て
い
た
点
で
あ
る
。

夜
、
個
室
へ
戻
つ
て
か
ら
も
、（
略
）
鉛
筆
を
細
く
尖
ら
せ
、
せ
つ
せ
と

短
い
文
章
を
書
い
て
い
た
が
僕
は
全
く
興
味
の
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
。

「
全
く
興
味
の
な
い
ふ
り
を
し
て
い
た
」
と
い
う
言
辞
は
、
彼
が
そ
の
実

「
興
味
」
を
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
証
づ
け
る
。「
僕
」
は
「
外

部
」
に
向
か
っ
て
「
書
く
こ
と
」
の
「
積
極
的
」
な
意
義
を
、
こ
う
し
た
体

験
を
通
し
て
理
解
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
自
殺
」
と
い
う
破
滅
的
な
方
法
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
睡
眠
薬
」

に
頼
る
こ
と
で
自
己
の
圏
域
と
い
う
「
内
部
」
に
留
ま
る
で
も
な
く

）
11
（

、「
絶

望
」
に
甘
ん
じ
ず
、「
強
制
収
容
所
」
の
「
壁
」
の
「
外
部
」
を
志
向
し
て

「
書
く
」
と
い
う
こ
と）

1（
（

。
そ
れ
こ
そ
は
「
粘
液
質
の
壁
」
に
再
び
「
罅
」
を
入

れ
、
破
ろ
う
と
す
る
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
単
に
「
ぼ
く
ら
日
本
の
若
い

人
間
た
ち
が
、
あ
い
ま
い
で
執
拗
な
壁
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
イ
メ
ー
ジ）

11
（

」
を
形
象
化
し
た
「
消
極
的
、
否
定
的
」
な
作
品
と
も
見

紛
う
「
他
人
の
足
」
に
お
い
て
、
し
か
し
「
強
権
に
か
も
す
志）

11
（

」
は
、
ま
さ

に
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

選
評
の
引
用
は
、『
芥
川
賞
全
集
』
第
五
巻 

（
文
藝
春
秋
、
一
九
八
二
・
六
、

四
八
七
〜
四
九
五
頁
）
に
拠
っ
た
（
初
出
は
『
文
藝
春
秋
』
一
九
五
八
・
三
）。

（
2
）　

柴
田
勝
二
『
大
江
健
三
郎
論

―
地
上
と
彼
岸

―
』（
有
精
堂
、
一
九
九

二
・
七
、
九
頁
）。 

柴
田
の
い
わ
ゆ
る
「
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
受
容
す
る

心
性
」
に
関
し
て
、
奥
野
健
男
は
「
彼
〔=

大
江
〕
は
オ
ナ
ニ
ス
ム
的
発
想
に

よ
っ
て
、
自
己
の
存
在
を
確
認
し
、
オ
ナ
ニ
ス
ム
的
夢
想
に
よ
っ
て
、
世
界
を

と
ら
え
な
お
そ
う
と
す
る
」（「
大
江
健
三
郎
の
文
学
と
性
」、『
文
學
界
』
一
九

六
三
・
二
）
と
論
じ
て
い
る
。

（
（
）　

中
村
泰
行
『
大
江
健
三
郎

―
文
学
の
軌
跡
』（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
九

五
・
六
、
三
二
頁
）

（
4
）　

石
川
巧
「
カ
リ
エ
ス
の
亜
空
間

―
大
江
健
三
郎
「
他
人
の
足
」
論

―
」
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（『
山
口
国
文
』第
一
七
号
、
一
九
九
四
・
三
、
六
一
頁
、
お
よ
び
七
二
〜
七
三

頁
）

（
（
）　

高
橋
由
貴
「
私
的
世
界
の
失
効 

大
江
健
三
郎
「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
「
壁

の
噂
」
の
両
義
性

―
」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
第
二
八
号
、
二
〇
〇
三
・
一
一
、

五
〇
頁
）

（
6
）　

村
松
剛
・
佐
伯
彰
一
・
奥
野
健
男
「
座
談
会 

横
光
利
一
と
大
江
健
三
郎
」

（『
文
學
界
』
一
九
六
二
・
四
）
に
お
け
る
佐
伯
の
発
言
。

（
7
）　

四
方
朱
子
「「
他
人
の
足
」

―
当
事
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」（『
日
本
研

究
』
第
六
〇
号
、
二
〇
二
〇
・
三
、
一
四
七
頁
）

（
8
）　

鈴
木
恵
美
「
大
江
健
三
郎 『
他
人
の
足
』
論

―
「
僕
」
の
〈
意
識
〉
を
め

ぐ
っ
て
」（『
国
文
目
白
』
第
四
八
号
、
二
〇
〇
九
・
二
、
八
一
頁
）

（
（
）　

大
島
丈
志
「「
他
人
の
足
」
に
お
け
る
脊
椎
カ
リ
エ
ス
の
境
界
線
」（『
千
葉

大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』第
一
八
四
号
、
二

〇
〇
九
・
三
、
四
五
頁
）

（
10
）　

脊
椎
カ
リ
エ
ス
を
め
ぐ
る
時
代
的
状
況
と
「
他
人
の
足
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
注
（
（
）
大
島
前
掲
論
に
詳
し
い
。

（
11
）　

こ
の
「
看
護
婦
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
、
山
本
昭
宏 『
大
江
健
三
郎
と
そ

の
時
代
「
戦
後
」
に
選
ば
れ
た
小
説
家
』（
人
文
書
院
、
二
〇
一
九
・
九
、
五

八
頁
）
は
、「
彼
女
た
ち
」
が
「
お
し
な
べ
て
主
体
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
描
か

れ
方
を
し
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、「
共
同
体
が
、
自
ら
を
維
持
す
る
た
め
に

階
層
秩
序
の
下
位
の
層
を
内
部
に
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
、は
っ
き
り
と
問

題
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
へ
の
関
心
が
、
小
説
家
と

し
て
の
出
発
時
か
ら
大
江
に
は
あ
っ
た
」と
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

よ
り
重
要
な
の
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
け
る
従
来
的
な
「
看
護
婦
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
、「
他
人
の
足
」
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
は

な
い
か
。
レ
ス
リ
ー
・
Ａ
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
大
衆
文
化
に

見
る
看
護
婦
の
イ
メ
ー
ジ
」（
美
馬
達
哉
訳
）
は
、「
看
護
婦
」
が
「
一
糸
纏
わ

ぬ
男
性
の
裸
体
に
触
れ
、
取
り
扱
い
、
操
作
す
る
こ
と
を
特
権
づ
け
ら
れ
、
時

に
は
求
め
ら
れ
た
り
す
る
」
こ
と
か
ら
、「
少
な
く
と
も
男
性
の
淫
ら
な
空
想

の
な
か
で
は
、
た
ん
に
性
的
に
望
ま
し
い
ば
か
り
か
、
い
つ
で
も
喜
ん
で
身
を

任
せ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
」（
ア
ン
・
ハ
ド
ソ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
編
、
中
島
憲

子
監
訳
『
看
護
婦
は
ど
う
見
ら
れ
て
き
た
か 

歴
史
、
芸
術
、
文
学
に
『
お
け

る
イ
メ
ー
ジ
』
時
空
出
版
、
一
九
九
七
・
七
、
一
〇
四
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
12
）　

注
（
（
）
高
橋
前
掲
論
、
四
五
頁
。

（
1（
）　

注
（
4
）
石
川
前
掲
論
、
六
八
頁
。

（
14
）　
『
わ
れ
ら
の
時
代
』（
書
き
下
ろ
し
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
九
・
七
）　

や 

『
遅
れ
て
き
た
青
年
』（『
新
潮
』一
九
六
一
・
九
〜
一
九
六
二
・
二
）な
ど
、
大

江
の
小
説
に
お
い
て
は
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
集
団
に
お
け
る
「
勇
気
」
の
駆

動
と
そ
の
挫
折
の
様
態
が
、
し
ば
し
ば
描
出
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
「
真
理
と
裁
判
形
態
」（
西
谷
修
訳
、
小
林
康
夫
・

石
田
英
敬
・
松
浦
寿
輝
編
『
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

6 

生
政
治
・
統

治
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
・
一
〇
、
一
三
四
頁
）
は
、「
工
場
、
学

校
、
精
神
病
院
、
病
院
、
監
獄
」
な
ど
の
施
設
に
つ
い
て
、「
そ
の
第
一
の
目

的
は
、
諸
個
人
を
人
間
の
規
範
化
装
置
に
固
定
す
る
こ
と
」で
あ
る
と
論
じ
て

い
る
。
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
本
作
の
「
僕
ら
」
が
暮
ら
す
「
病
棟
」
で
も
、

「
カ
リ
エ
ス
の
子
供
た
ち
」
を
「
正
常
な
人
間
」
た
ら
し
め
る
た
め
の
「
規
範

化
装
置
に
固
定
す
る
こ
と
」
が
目
指
さ
れ
て
お
り
、
看
護
婦
は
「
自
殺
未
遂
の

少
年
」
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
「
規
範
化
」
の
た
め
の
処
置
を
無
理
に
当
て
が

お
う
と
し
て
い
る
、
と
評
し
得
よ
う
。

（
16
）　

な
お
当
該
の
く
だ
り
は
、
現
行
版
の『
ヒ
ロ
シ
マ
』（
増
補
版
、
石
川
欣
一
・

谷
本
清
・
明
田
川
融
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
三
・
七
、
五
九
頁
）で

は
、
以
下
の
よ
う
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。「
対
岸
の
少
し
高
目
の
砂
州
に
着
い

て
、
ぬ
る
ぬ
る
の
生
身
を
抱
い
て
舟
か
ら
出
し
、
潮
の
こ
な
い
斜
面
ま
で
運
び

上
げ
た
が
、「
こ
れ
は
み
ん
な
人
間
な
ん
だ
ぞ
」
と
、
何
度
も
何
度
も
、
わ
ざ

わ
ざ
自
分
に
い
い
き
か
せ
な
け
れ
ば
、
と
て
も
我
慢
が
で
き
か
ね
た
。」

（
17
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
『
ヒ
ロ
シ
マ
の
人
々
の
物
語
』（
酒
井
健
訳
、
景
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文
館
書
店
、
二
〇
一
五
・
三
、
一
八
頁
）。
強
調
は
バ
タ
イ
ユ
原
文
。

（
18
）　

大
江
健
三
郎
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』（
岩
波
新
書
、
一
九
六
五
・
六
、
一

八
五
頁
）

（
1（
）　

注
（
18
）
大
江
前
掲
書
、
一
一
一
頁
。

（
20
）　

注
（
18
）
大
江
前
掲
書
、
一
一
四
頁
。

（
21
）　

村
上
克
尚
「
動
物
と
フ
ァ
シ
ズ
ム

―
大
江
健
三
郎
「
奇
妙
な
仕
事
」
論
」

（『
日
本
近
代
文
学
』
第
七
九
集
、
二
〇
〇
八
・
一
一
、
一
一
七
頁
）。
本
稿
の

執
筆
に
際
し
て
、
同
論
お
よ
び
村
上
克
尚
『
動
物
の
声
、
他
者
の
声 

日
本
戦

後
文
学
の
倫
理
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
七
・
九
）
か
ら
は
、
多
く
の
有
益
な
示

唆
を
得
た
。

（
22
）　

村
上
克
尚
は
、
注
（
21
）
の
論
文
に
お
い
て
、
当
該
の
用
語
に
つ
い
て
「
本

稿
で
は
ひ
と
ま
ず
、「
時
に
異
分
子
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
ま
で
至
る
、
社
会
の

暴
力
的
な
同
質
化
の
運
動
」と
い
う
意
味
で
、
こ
の
語
を
理
解
し
て
お
く
こ
と

に
し
た
い
」と
定
義
づ
け
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、「
戦
後
世
代
の
イ
メ
ー

ジ
」（『
週
刊
朝
日
』
一
九
五
九
・
一
・
四
〜
二
・
二
二
）
に
は
「
一
人
の
悪
意

に
み
ち
た
他
人
が
多
く
の
人
び
と
に
あ
る
特
定
の
傾
向
の
あ
る
頭
を
の
っ
け

さ
せ
た
と
し
た
ら
、
そ
し
て
そ
れ
ら
善
良
で
怠
け
も
の
の
人
び
と
を
、
そ
の
特

定
の
傾
向
の
ま
ま
に
動
か
し
は
じ
め
た
ら
ど
う
な
る
か
。／
こ
の
悪
意
に
み
ち

た
他
の
一
人
は
、
ド
イ
ツ
の
政
治
家
で
一
千
万
に
近
い
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
し
た

ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と
い
う
男
で
あ
る
の
だ
か
ら
」
と
い
う
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る

が
、
大
江
自
身
に
よ
る
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
語
の
定
義
は
い
さ
さ
か
曖
昧

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
2（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
福
間
良
明
『「
戦
争
体
験
」
の
戦
後
史 

世
代
・
教

養
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
九
・
三
）
に
詳
し
い
。「
戦
争
体

験
」
に
関
し
て
は
、
殊
に
一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
「
戦
中
派
世
代
」
と
「
戦
無

派
世
代
」
と
の
懸
隔
が
露
見
化
し
、「
怒
れ
る
若
者
た
ち
」
の
一
員
た
る
大
江

自
身
も
「
二
十
歳
の
日
本
人
」（
初
出
未
詳
）
や
「
ぼ
く
自
身
の
な
か
の
戦
争
」

（『
中
央
公
論
』
一
九
六
三
・
三
）
等
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
そ
う
し
た
議
論
に
介
入

し
て
い
る
。
一
方
で
「
他
人
の
足
」
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
世
代
を
同
じ

く
す
る
者
同
士
の
「
戦
争
」
に
対
す
る
見
解
の
相
違
で
あ
り
、
そ
う
し
た
相
違

は
「
外
部
が
な
か
つ
た
」
と
述
懐
し
て
い
る
「
僕
」
が
、
そ
も
そ
も
「
戦
争
体

験
」
自
体
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
し
い
。「
戦
争
」
に
対

す
る
意
識
を
描
く
と
い
う
点
で
は
、『
遅
れ
て
き
た
青
年
』（『
新
潮
』
一
九
六

〇
・
九
〜
一
九
六
二
・
二
）等
の
作
品
も
想
起
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
意
識
の

あ
り
か
た
は
、「
他
人
の
足
」
の
「
僕
」
や
「
学
生
」
と
は
大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
本
作
の
よ
う
な
事
例
は
、
ま
さ
し
く
『
遅
れ
て
き
た
青
年
』
や
『
わ
れ

ら
の
時
代
』
に
お
い
て
描
出
さ
れ
る
（
世
代
論
的
）「
戦
争
観
」
を
相
対
化
し

て
捉
え
る
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。

（
24
）　

大
江
健
三
郎
「
徒
弟
修
行
中
の
作
家
」（『
朝
日
新
聞
』
一
九
五
八
・
二
・

二
）。
梶
尾
文
武「
大
江
健
三
郎
ノ
ー
ト 

第
1
回
・
第
1
章 

一
九
五
四
年
の
転

向
」（『
文
学
＋
』
第
一
号
、
二
〇
一
八
・
一
〇
）
は
、「
火
山
」（『
学
園
』
一

九
五
五
・
九
）、「
偽
証
の
時
」（『
文
學
界
』
一
九
五
七
・
一
〇
）、「
報
復
す
る

青
年
」（『
別
冊
文
藝
春
秋
』
一
九
六
〇
・
一
）、
な
ら
び
に
「
後
退
青
年
研
究

所
」（『
群
像
』
一
九
六
〇
・
三
）
成
立
の
背
景
に
「
三
・
一
四
事
件
」（
全
学

連
学
生
ら
に
よ
っ
て
警
察
の
ス
パ
イ
だ
と
疑
わ
れ
た
学
生
が
拉
致
・
監
禁
さ

れ
た
事
件
、な
ら
び
に
そ
れ
に
起
因
す
る
学
生
の
逮
捕
と
裁
判
と
い
っ
た
一
連

の
出
来
事
を
指
す
）が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、

ま
さ
し
く
「
あ
い
ま
い
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
し
だ
い
に
リ
ア
リ
ス

チ
ッ
ク
な
判
断
力
や
分
析
力
が
衰
退
し
た
あ
げ
く
、持
続
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
も

う
し
な
っ
て
怒
り
っ
ぽ
く
非
論
理
的
に
な
っ
た
若
い
精
神
」の
あ
り
よ
う
、
す

な
わ
ち
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
的
状
況
が
描
出
さ
れ
て
い
る
と
評
し
得
る
。
な
お
大

江
は
「
奇
妙
な
仕
事
」（『
東
京
大
学
新
聞
』
一
九
五
七
・
五
・
二
二
）
が
五
月

祭
賞
を
受
賞
し
た
際
、「
全
学
連
の
指
令
し
た
ス
ト
ラ
イ
キ
」
に
お
い
て
「
東

大
の
文
学
部
の
学
生
が
出
し
た
ビ
ラ
の
文
章
の
非
論
理
と
不
正
確
な
事
実
の

伝
え
方
」、
そ
し
て
「
一
部
の
学
生
た
ち
の
討
論
の
仕
方
の
煽
動
的
な
無
責
任

さ
」（「
受
賞
の
言
葉
」）
を
批
判
し
て
い
る
。
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（
2（
）　

こ
の
少
年
が
「
複
雑
な
方
法
で
自
殺
未
遂
」
を
し
た
こ
と
は
、
示
唆
的
で
あ

る
。
た
と
え
ば
『
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』（『
群
像
』
一
九
六
七
・
一
〜

七
）
の
冒
頭
付
近
で
、
蜜
三
郎
の
友
人
が
「
朱
色
の
塗
料
で
頭
と
顔
を
ぬ
り
つ

ぶ
し
、
素
裸
で
肛
門
に
胡
瓜
を
さ
し
こ
み
、
縊
死
」を
遂
げ
た
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
両
者
は
、
自
殺
の
方
法
に
関
す
る
叙
述
に
よ
っ
て
、
他
者
に
と
っ
て

不
可
知
の
内
部
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

（
26
）　

注
（
4
）
石
川
前
掲
論
、
六
九
頁
。

（
27
）　

関
連
す
る
記
述
と
し
て
、
こ
れ
以
前
に
「
僕
」
は
「
自
殺
未
遂
の
少
年
」
に

対
し
、「
僕
の
萎
び
て
赤
ん
ぼ
う
の
腕
み
た
い
な
足
を
ね
、
大
き
い
吸
血
鬼
が

せ
つ
せ
と
吸
う
と
思
う
と
、
お
か
し
い
し
、
恐
く
て
、
躰
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り

そ
う
だ
つ
た
」と
語
っ
て
い
た
。
他
者
の
身
体
の
一
部
を
消
費
の
対
象
と
す
る

点
に
お
い
て
、「
一
人
の
少
年
」
と
「
吸
血
鬼
」
は
類
似
的
に
描
出
さ
れ
て
い

る
。

（
28
）　

注
（
7
）
四
方
前
掲
論
、
一
四
七
頁
。

（
2（
）　

野
口
武
彦
『
吠
え
声
・
叫
び
声
・
沈
黙 

大
江
健
三
郎
の
世
界
』（
新
潮
社
、

一
九
七
一
・
四
、
二
七
頁
）。
傍
点
は
原
文
。

（
（0
）　

高
橋
由
貴
は
前
掲
の
論
文
で
、
こ
う
し
た
「
自
殺
」
と
「
睡
眠
」
と
い
う
、

半
ば
無
理
矢
理
に
「
他
者
か
ら
自
己
を
確
保
し
、
私
的
世
界
を
堅
持
す
る
」
方

法
に
関
し
て
、「
テ
ク
ス
ト
で
は
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
仄
め
か
さ
れ
て
い
よ
う
」（
五

一
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（1
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
、『
芽
む
し
り
仔
撃
ち
』（
講
談
社
、
一
九
五
八
・
六
）
に

は「
僕
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
ど
ん
づ
ま
り
か
ら
、
外
へ
追
放
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
。し
か
し
外
側
で
も
僕
は
あ
い
か
わ
ら
ず
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
だ

ろ
う
」（
第
十
章 

審
判
と
追
放
）
と
の
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
「
脱
出

し
て
し
ま
う
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
」（
同
前
）と
し
て
も
、
ま
さ
し
く「
閉

じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
そ
れ
自
体
に
対
す
る
「
僕
（
ら
）」
の
告
発
と
し

て
、
同
作
は
読
ま
れ
得
よ
う
。

（
（2
）　

大
江
健
三
郎
「
徒
弟
修
行
中
の
作
家
」（
前
掲
）

（
（（
）　

大
江
健
三
郎
「
強
権
に
確
執
を
か
も
す
志
」（『
世
界
』
一
九
六
一
・
七
）

※ 

大
江
健
三
郎
「
他
人
の
足
」
か
ら
の
引
用
は
、
初
刊
本
で
あ
る
『
死
者
の
奢
り
』

（
文
藝
春
秋
新
社
、
一
九
五
八
・
三
）
に
拠
っ
た
。

（
ふ
く
だ
・
り
ょ
う　

県
立
広
島
大
学
講
師
）
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